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晴
れ
と
褻
│
│

岩

坪

健

は

じ

め

に

源
氏
物
語
に
描
か
れ
た
人
物
の
な
か
で
、
異
色
の
存
在
で
あ
る
末
摘
花
に
関
す
る
論
文
は
頗
る
多
い
。
論
点
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
と

り
わ
け
末
摘
花
が
初
め
て
登
場
す
る
巻
（
末
摘
花
）
と
、
そ
の
次
に
現
れ
る
巻
（
蓬
生
）
と
の
描
き
方
の
相
違
が
、
以
前
か
ら
問
題
に
さ

れ
て
い
る
。
末
摘
花
は
そ
れ
以
後
の
巻
々
（
玉
鬘
・
初
音
・
行
幸
・
若
菜
上
）
に
も
点
描
さ
れ
る
が
、
そ
の
描
写
は
末
摘
花
の
巻
と
同
じ

で
、
蓬
生
の
巻
の
み
異
な
る
、
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
末
摘
花
の
巻
を
第
一
部
、
蓬
生
の
巻
を
第
二
部
、
そ
れ
以
降
を
第
三
部
と
分
け
る

と
、

末
摘
花
の
物
語
の
三
部
構
成
が
、
滑
稽
極
ま
り
な
い
醜
女
の
物
語
、
困
窮
の
中
で
古
風
な
変
わ
ら
ぬ
心
の
ま
ま
源
氏
を
待
ち
続
け
る

け
な
げ
な
女
君
の
そ
れ
、
そ
し
て
再
び
愚
弄
の
的
と
な
る
滑
稽
な
醜
女
の
そ
れ
、
と
い
う
ふ
う
に
大
き
な
振
幅
を
見
せ
る
⑴

と
、
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
第
二
部
だ
け
が
別
人
の
よ
う
に
見
え
る
謎
に
つ
い
て
、
新
し
い
視
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
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を
試
み
る
。
ま
た
第
三
部
は
、
果
た
し
て
第
一
部
と
同
じ
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。

一
、
話
し
相
手
と
話
題
の
相
違

末
摘
花
・
蓬
生
の
両
巻
に
お
け
る
末
摘
花
の
描
か
れ
方
の
相
違
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

末
摘
花
巻
に
於
る
姫
君
は
、
源
氏
が
暗
闇
の
手
さ
ぐ
り
で
は
じ
め
て
の
夜
を
と
も
に
過
ご
し
た
と
き
の
よ
う
に
、
至
っ
て
人
柄
が
要

領
を
え
な
い
で
、
口
も
殆
ん
ど
開
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
蓬
生
巻
に
な
る
と
口
の
重
い
の
は
変
わ
る
筈
も
な
い
の
に
、
言
う
べ
き
こ

と
は
確
か
に
言
い
、
心
に
叶
わ
ぬ
こ
と
は
決
し
て
許
さ
な
い
強
靭
な
態
度
を
示
す
の
に
驚
き
を
覚
え
る
こ
と
が
あ
る
。
旧
き
正
し
き

道
を
守
っ
て
少
し
も
た
じ
ろ
ぐ
と
こ
ろ
が
な
い
。
叔
母
の
あ
く
の
強
い
性
格
と
正
面
か
ら
衝
突
し
て
、
一
向
に
ひ
る
ま
な
い
だ
け
の

性
格
が
こ
の
巻
で
は
姫
君
に
付
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
末
摘
花
巻
に
も
こ
の
性
格
の
一
端
は
語
ら
れ
は
し
た
が
、
蓬
生
巻
で
は

姫
君
の
性
格
や
考
え
方
自
体
が
物
語
の
中
心
に
座
を
占
め
て
い
る
⑵
。

た
し
か
に
読
者
が
「
驚
き
を
覚
え
る
」
ほ
ど
の
変
貌
で
あ
る
。
た
だ
し
右
記
の
文
章
に
も
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
末
摘
花
と
話
す
人
物

が
両
巻
で
は
異
な
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
末
摘
花
の
巻
で
無
口
だ
っ
た
の
は
源
氏
に
対
し
て
で
あ
り
、
蓬
生
の
巻
で
雄

弁
に
な
る
の
は
叔
母
に
対
し
て
で
あ
る
。
そ
の
う
え
源
氏
と
叔
母
と
で
は
、
話
題
も
異
な
る
。
こ
の
よ
う
に
話
す
内
容
と
相
手
の
相
違
を

区
別
せ
ず
、
一
律
に
比
較
検
討
す
る
従
来
の
方
法
に
は
問
題
が
あ
る
。

男
性
と
は
文
通
さ
え
経
験
の
な
い
末
摘
花
が
は
じ
め
て
源
氏
を
相
手
と
す
る
体
面
の
場
に
身
を
置
く
状
況
は
、
後
者
（
稿
者
注
、
蓬

生
の
巻
）
に
お
い
て
馴
れ
親
し
い
侍
女
や
無
教
養
で
俗
悪
な
叔
母
を
相
手
に
会
話
す
る
場
面
と
は
、
同
次
元
に
読
ま
れ
る
べ
き
で
な

末
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い
⑶
。

と
指
摘
さ
れ
た
と
お
り
、
深
窓
の
姫
君
に
と
っ
て
相
手
が
男
性
か
女
性
か
、
身
内
か
他
人
か
で
、
話
し
や
す
さ
や
態
度
が
変
わ
る
の
は
、

至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
そ
の
点
に
留
意
し
て
、
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

二
、
末
摘
花
の
人
柄

ま
ず
、
末
摘
花
の
性
格
を
確
認
し
て
お
く
。
か
の
君
が
引
っ
込
み
思
案
で
あ
る
こ
と
は
、
源
氏
に
末
摘
花
を
紹
介
し
た
命
婦
が
述
べ
て

い
る
。

か
さ
や
ど
り

「
い
で
や
、
さ
や
う
に
を
か
し
き
方
の
御
笠
宿
に
は
え
し
も
や
と
、
つ
き
な
げ
に
こ
そ
見
え
は
べ
れ
。
ひ
と
へ
に
も
の
づ
つ
み
し
、

ひ
き
入
り
た
る
方
は
し
も
、
あ
り
が
た
う
も
の
し
た
ま
ふ
人
に
な
む
」
と
、
見
る
あ
り
さ
ま
語
り
き
こ
ゆ
。（
末
摘
花
、
２７６
頁
）⑷

「
た
だ
お
ほ
か
た
の
御
も
の
づ
つ
み
の
わ
り
な
き
に
、
手
を
え
さ
し
出
で
た
ま
は
ぬ
と
な
む
見
た
ま
ふ
る
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、（
同
、

２７７
頁
）

男
君
と
の
洒
落
た
会
話
や
文
通
が
で
き
な
い
の
は
教
養
が
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
極
度
な
「
も
の
づ
つ
み
」
の
た
め
人
見
知
り
を
す
る
か

ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
源
氏
へ
の
返
事
を
書
く
よ
う
に
女
房
た
ち
に
勧
め
ら
れ
て
も
、

あ
さ
ま
し
う
も
の
づ
つ
み
し
た
ま
ふ
心
に
て
、
ひ
た
ぶ
る
に
（
源
氏
の
手
紙
を
）
見
も
入
れ
た
ま
は
ぬ
な
り
け
り
。（
同
、
２７９
頁
）

と
、
こ
の
箇
所
に
も
過
度
の
「
も
の
づ
つ
み
」
と
あ
る
。
そ
の
た
め
源
氏
の
手
紙
を
見
な
い
の
は
失
礼
に
あ
た
る
と
い
う
思
慮
よ
り
も
、

弱
腰
な
態
度
が
優
先
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
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蓬
生
の
巻
に
お
い
て
も
、
こ
の
「
も
の
づ
つ
み
」
は
変
わ
ら
な
い
。
た
と
え
ば
琴
を
弾
き
に
来
て
ほ
し
い
と
叔
母
に
誘
わ
れ
、
ま
た
乳

母
子
の
侍
従
に
催
促
さ
れ
て
も
断
っ
て
い
る
。

人
に
い
ど
む
心
に
は
あ
ら
で
、
た
だ
こ
ち
た
き
御
も
の
づ
つ
み
な
れ
ば
さ
も
睦
び
た
ま
は
ぬ
を
、
ね
た
し
と
な
む
思
ひ
け
る
。（
蓬

生
、
３３３
頁
）

叔
母
は
末
摘
花
の
態
度
を
、
自
分
に
対
す
る
反
発
・
反
抗
と
捉
え
て
い
る
が
、
末
摘
花
に
は
別
に
意
地
を
張
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
単

に
甚
だ
し
い
「
も
の
づ
つ
み
」
の
せ
い
で
あ
る
。
以
上
の
例
す
べ
て
に
「
も
の
づ
つ
み
」
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
末
摘
花
は
一
貫
し
て
、

最
も
親
し
い
女
房
た
ち
の
勧
誘
に
さ
え
応
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
恥
ず
か
し
が
り
屋
な
の
で
あ
る
。
末
摘
花
と
蓬
生
の
巻
で
は
末
摘
花
像
は

異
な
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
両
巻
を
通
し
て
、「
も
の
づ
つ
み
」
は
変
わ
っ
て
い
な
い
⑸
。

こ
の
性
格
は
、
親
の
躾
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

親
の
も
て
か
し
づ
き
た
ま
ひ
し
御
心
お
き
て
の
ま
ま
に
、
世
の
中
を
つ
つ
ま
し
き
も
の
に
思
し
て
、
ま
れ
に
も
言
通
ひ
た
ま
ふ
べ
き

御
あ
た
り
を
も
、
さ
ら
に
馴
れ
た
ま
は
ず
、（
蓬
生
、
３３１
頁
）

親
の
教
育
方
針
が
娘
の
人
格
を
形
成
し
て
、
親
の
死
後
も
遺
訓
が
墨
守
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
人
間
関
係
、
と

り
わ
け
男
女
関
係
に
消
極
的
で
あ
る
態
度
は
、
末
摘
花
だ
け
で
は
な
い
。
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
朝
顔
の
斎
院
、
宮
の
御
方
（
蛍
宮
と
真

木
柱
の
娘
）、
宇
治
の
大
君
に
も
共
通
し
て
い
て
、
こ
れ
は
「
宮
家
の
格
式
と
薫
染
に
よ
る
も
の
」⑹
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
男
性
、

特
に
懸
想
す
る
男
君
に
対
し
て
は
尻
込
み
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
で
は
、
源
氏
に
対
す
る
末
摘
花
の
態
度
も
、
い
つ
も
「
も
の
づ
つ

み
」
の
た
め
同
じ
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
で
調
べ
て
み
よ
う
。
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三
、
末
摘
花
の
源
氏
へ
の
対
応

ま
ず
、
源
氏
が
手
紙
を
送
り
、
そ
の
返
事
を
書
く
よ
う
に
女
房
た
ち
に
勧
め
ら
れ
て
も
、

あ
さ
ま
し
う
も
の
づ
つ
み
し
た
ま
ふ
心
に
て
、
ひ
た
ぶ
る
に
（
源
氏
の
手
紙
を
）
見
も
入
れ
た
ま
は
ぬ
な
り
け
り
。（
末
摘
花
、
２７９

頁
）

で
あ
っ
た
。
末
摘
花
に
と
っ
て
は
、
返
書
を
し
な
い
と
い
う
失
礼
さ
よ
り
も
、
遠
慮
の
方
が
勝
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
次
に
源
氏
が
物

越
し
に
話
し
か
け
て
も
、「
近
き
御
答
へ
は
絶
え
て
な
し
。」（
同
、
２８３
頁
）
と
、
梨
の
礫
で
あ
る
。
見
か
ね
た
侍
従
が
代
詠
し
た
も
の

の
、
そ
の
の
ち
源
氏
が
何
を
言
っ
て
も
「
何
の
か
ひ
な
し
。」（
同
、
２８４
頁
）
と
、
だ
ん
ま
り
を
決
め
こ
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
頑
な
に
親
の

遺
戒
に
従
っ
て
い
る
、
と
も
解
釈
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
、
八
月
に
源
氏
と
契
り
を
結
び
、
後
朝
の
文
が
届
く
と
、
返
歌
は
侍
従
の
代
作
で
あ
る
が
、
女
房
た
ち
に
「
口
々
に
責
め
ら

れ
て
」（
同
、
２８７
頁
）、
代
筆
で
は
な
く
自
ら
筆
を
取
っ
た
。
そ
れ
ま
で
女
房
た
ち
に
催
促
さ
れ
て
も
、
拒
み
続
け
て
き
た
態
度
と
は
異
な

る
。
こ
れ
は
源
氏
を
婿
に
し
た
時
点
で
、
結
婚
拒
否
の
遺
訓
が
破
ら
れ
、
も
は
や
消
極
的
で
は
済
ま
さ
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
数
ヵ
月
後
の
雪
の
夜
、
再
び
源
氏
が
訪
れ
、
例
の
無
口
を
な
ん
と
か
し
よ
う
と
、
あ
れ
こ
れ
話
し
か
け
る
と
、

い
た
う
恥
ぢ
ら
ひ
て
、
口
お
ほ
ひ
し
た
ま
へ
る
（
中
略
）
さ
す
が
に
う
ち
笑
み
た
ま
へ
る
気
色
（
同
、
２９４
頁
）

で
あ
っ
た
。
ま
だ
源
氏
に
慣
れ
ず
緊
張
し
て
い
る
と
は
い
え
、「
う
ち
笑
み
」
の
余
裕
が
生
じ
て
い
る
。
そ
し
て
源
氏
は
帰
り
際
に
和
歌

を
詠
ん
だ
が
、
そ
の
反
応
は
、
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た
だ
「
む
む
」
と
う
ち
笑
ひ
て
、
い
と
口
重
げ
な
る
（
同
、
２９４
頁
）

で
あ
っ
た
。
こ
の
箇
所
を
、
末
摘
花
の
愚
鈍
と
捉
え
る
見
方
も
あ
る
が
、

末
摘
花
巻
に
お
け
る
彼
女
が
歌
に
関
し
て
無
知
無
能
で
あ
っ
た
と
見
る
の
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
男
と
の
艶
な
る
歌
の
贈
答
経
験
は
な

か
っ
た
の
で
、
源
氏
に
相
対
し
て
当
意
即
妙
な
返
歌
は
無
理
（
注
⑶
の
論
文
）

と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
親
の
教
訓
に
背
い
て
結
婚
し
て
か
ら
、
ま
だ
数
ヶ
月
し
か
経
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
間
に
男
君
と
の
接
し
方
を

消
極
的
か
ら
積
極
的
に
変
え
る
の
は
至
難
の
業
で
あ
る
。

口
頭
で
の
即
答
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
の
年
の
年
末
、
源
氏
に
衣
を
贈
る
と
き
は
、
自
作
の
和
歌
を
自
ら
書
い
て
添
え
て
い
る
。
そ

し
て
翌
年
の
一
月
七
日
の
夜
、
源
氏
が
訪
問
す
る
と
、
末
摘
花
の
屋
敷
は
源
氏
の
経
済
的
援
助
を
受
け
て
世
間
並
み
に
な
っ
て
い
た
。
末

摘
花
も
ま
た
、「
す
こ
し
た
を
や
ぎ
た
ま
へ
る
気
色
も
て
つ
け
た
ま
へ
り
。」（
同
、
３０３
頁
）
と
、
変
化
が
見
ら
れ
る
。
翌
朝
、
源
氏
が
、

「
今
年
だ
に
声
す
こ
し
聞
か
せ
た
ま
へ
か
し
。
待
た
る
る
も
の
は
さ
し
お
か
れ
て
、
御
気
色
の
あ
ら
た
ま
ら
む
な
む
ゆ
か
し
き
」

と
、
声
を
か
け
て
せ
が
む
と
、
末
摘
花
は
、

「
さ
へ
づ
る
春
は
」
と
か
ら
う
じ
て
わ
な
な
か
し
い
で
た
り
。（
同
、
３０４
頁
）

と
、
初
め
て
源
氏
に
口
を
き
い
た
。
今
ま
で
源
氏
に
身
構
え
て
き
た
末
摘
花
に
と
っ
て
、
こ
れ
が
精
一
杯
の
返
答
で
あ
り
、
以
前
の
「
む

む
」
と
し
か
言
え
な
か
っ
た
と
き
よ
り
は
緊
張
が
ほ
ぐ
れ
て
い
る
。
や
っ
と
の
思
い
で
口
に
出
し
た
の
が
「
さ
へ
づ
る
春
は
」
だ
け
か
、

と
非
難
す
る
の
で
は
な
く
、
末
摘
花
の
勇
気
を
称
え
た
い
。
し
か
も
両
人
と
も
、
古
歌
を
踏
ま
え
て
話
し
て
い
る
。

古
歌
の
贈
答
に
支
え
ら
れ
る
後
朝
の
別
れ
は
、
こ
の
物
語
に
登
場
す
る
人
物
の
資
格
を
保
証
す
る
。（
注
⑶
の
論
文
）

と
見
て
、
高
く
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
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次
い
で
蓬
生
の
巻
で
は
、
源
氏
の
詠
歌
に
対
し
て
、
き
ち
ん
と
返
歌
を
口
ず
さ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
関
し
て
は
、
ど
の
研
究

者
も
賞
賛
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
変
貌
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
源
氏
に
慣
れ
て
成
長
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
に
源
氏
と
対
面
す
る
の
は
、
初
音
の
巻
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
末
摘
花
は
、
よ
く
話
し
て
い
る
。

御
声
な
ど
も
い
と
寒
げ
に
、
う
ち
わ
な
な
き
つ
つ
語
ら
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
見
わ
づ
ら
ひ
た
ま
ひ
て
、「（
以
下
、
源
氏
の
セ
リ

フ
）」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
こ
ち
ご
ち
し
く
さ
す
が
に
笑
ひ
た
ま
ひ
て
、「
醍
醐
の
阿
闍
梨
の
君
の
御
あ
つ
か
ひ
し
は
べ
る
と
て
、

衣
ど
も
も
え
縫
ひ
は
べ
ら
で
な
ん
。
皮
衣
を
さ
へ
と
ら
れ
に
し
後
寒
く
は
べ
る
」
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
（
初
音
、
１５４
頁
）

寒
さ
に
震
え
な
が
ら
も
話
し
て
い
る
点
、
そ
し
て
源
氏
の
問
い
に
は
っ
き
り
答
え
て
い
る
点
、
し
か
も
高
貴
な
女
君
な
ら
ば
話
題
に
し
な

い
こ
と
ま
で
述
べ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
も
は
や
源
氏
に
遠
慮
し
て
は
に
か
む
、
昔
の
面
影
は
な
い
。
源
氏
の
目
の
前
に
い
る
の

は
、
寒
さ
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
訴
え
る
女
性
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
の
「
さ
す
が
に
笑
ひ
た
ま
ひ
て
」
は
、
以
前
の
「
さ
す
が
に
う
ち
笑

み
た
ま
へ
る
気
色
」
や
「
た
だ
「
む
む
」
と
う
ち
笑
ひ
て
」
と
は
異
な
る
。
か
つ
て
は
精
一
杯
の
お
愛
想
や
照
れ
隠
し
で
あ
っ
た
が
、
こ

こ
で
は
打
ち
解
け
て
何
で
も
話
せ
る
源
氏
へ
の
苦
笑
で
あ
る
。

通
説
で
は
、
蓬
生
の
巻
で
は
賞
賛
さ
れ
た
末
摘
花
が
、
そ
れ
以
後
は
元
に
戻
り
、
末
摘
花
の
巻
と
同
じ
く
嘲
笑
の
的
に
な
る
、
と
見
な

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
源
氏
と
の
対
話
に
限
定
し
て
見
て
い
く
と
、
少
し
ず
つ
源
氏
に
打
ち
解
け
て
い
く
過
程
が
窺
え
る
。
そ
し

て
、
つ
い
に
初
音
の
巻
で
遠
慮
な
く
話
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
源
氏
を
「
う
ち
と
け
頼
み
」（
初
音
、
１５４
頁
）
全
幅
の
信
頼
を
置
く

よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
源
氏
は
、「
心
う
つ
く
し
と
い
ひ
な
が
ら
、
あ
ま
り
う
ち
と
け
過
ぎ
た
り
」（
同
前
）
と
思

い
な
が
ら
も
、
こ
ま
め
に
面
倒
を
み
て
い
る
。
末
摘
花
の
巻
で
は
源
氏
が
末
摘
花
に
対
し
て
打
ち
解
け
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
た
こ
と
を

思
う
と
、
初
音
の
巻
で
は
立
場
が
逆
転
し
て
い
る
。
こ
れ
を
最
後
に
、
二
人
の
対
面
は
描
か
れ
な
く
な
る
。
源
氏
は
末
摘
花
の
明
け
透
け
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な
態
度
に
嫌
気
が
差
し
て
、
会
う
気
が
し
な
く
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

四
、
末
摘
花
の
女
性
へ
の
対
応

今
度
は
、
末
摘
花
と
女
性
と
の
対
話
に
つ
い
て
、
巻
の
順
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
最
初
の
相
手
は
、
源
氏
を
手
引
き
し
た
命
婦
で

あ
る
。
末
摘
花
は
命
婦
に
琴
の
演
奏
を
所
望
さ
れ
る
と
、

「
聞
き
知
る
人
こ
そ
あ
な
れ
。
も
も
し
き
に
行
き
か
ふ
人
の
聞
く
ば
か
り
や
は
」（
末
摘
花
、
２６８
頁
）

と
、
き
ち
ん
と
返
事
し
て
い
る
。
源
氏
に
対
す
る
対
応
と
は
、
雲
泥
の
差
で
あ
る
。
し
か
も
「
聞
き
知
る
人
」
は
、
伯
牙
の
故
事
を
踏
ま

え
た
次
の
古
歌
を
引
用
し
て
い
る
。

琴
の
音
を
聞
き
知
る
人
の
あ
り
け
れ
ば
今
ぞ
た
ち
出
で
て
緒
を
も
す
ぐ
べ
き
（
古
今
和
歌
六
帖
）

こ
の
よ
う
に
故
事
・
古
歌
を
織
り
交
ぜ
た
、
風
流
な
会
話
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
返
答
か
ら
も
、
末
摘
花
は
愚
鈍
な
人
で
は
な
い
と

言
え
よ
う
。
従
来
の
研
究
で
は
、
末
摘
花
の
不
器
用
さ
ば
か
り
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
嫌
い
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
専
ら
源
氏
に

接
す
る
と
き
で
あ
る
。
源
氏
と
は
ろ
く
に
会
話
が
で
き
な
い
時
点
に
お
い
て
も
、
馴
染
み
の
命
婦
と
は
気
楽
に
気
の
利
い
た
会
話
が
交
わ

せ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
い
け
な
い
。「
聞
き
知
る
人
こ
そ
」
云
々
は
、
末
摘
花
が
最
初
に
発
す
る
言
葉
で
あ
り
、
そ
れ
を
一
番
初
め
に

置
い
た
作
者
の
意
図
を
汲
み
取
る
べ
き
で
あ
る
。

次
に
末
摘
花
が
話
す
相
手
も
、
命
婦
で
あ
る
。
源
氏
が
物
越
し
で
話
し
か
け
る
の
を
聞
く
よ
う
に
、
と
命
婦
に
言
わ
れ
る
と
、
末
摘
花

は
、

末
摘
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の
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い
と
恥
づ
か
し
と
思
ひ
て
、「
人
に
も
の
聞
こ
え
む
や
う
も
知
ら
ぬ
を
」
と
て
奥
ざ
ま
へ
ゐ
ざ
り
入
り
た
ま
ふ
さ
ま
、
い
と
う
ひ
う

ひ
し
げ
な
り
。（
末
摘
花
、
２８０
頁
）

と
、
奥
に
引
っ
込
ん
で
し
ま
う
。
話
し
方
が
分
か
ら
な
い
、
と
い
う
の
は
本
音
で
あ
ろ
う
。
親
か
ら
、
男
性
と
の
接
し
方
を
教
わ
っ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
極
度
の
恥
ず
か
し
が
り
屋
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
の
で
は
な
く
、
親
の
遺
戒
に
従
い
、
自
分
の
気

持
ち
を
素
直
に
述
べ
た
、
と
好
意
的
に
解
釈
で
き
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
両
親
が
い
な
い
今
と
な
っ
て
は
、
男
君
の
お
相
手
も
し
ま
せ
ん
と
、
と
命
婦
に
教
え
ら
れ
る
と
、

さ
す
が
に
、
人
の
言
ふ
こ
と
は
強
う
も
い
な
び
ぬ
御
心
に
て
、「
答
へ
き
こ
え
で
、
た
だ
聞
け
と
あ
ら
ば
、
格
子
な
ど
鎖
し
て
は
あ

り
な
む
」
と
の
た
ま
ふ
。（
同
、
２８１
頁
）

と
、
条
件
を
提
示
し
て
従
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
自
分
の
考
え
を
明
言
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
源
氏
に
対
し
て
だ
ん
ま
り
を
決
め

こ
む
態
度
と
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
。

命
婦
の
提
案
に
素
直
に
従
う
従
順
な
人
柄
は
、
別
の
場
面
に
も
見
ら
れ
る
。
源
氏
の
後
朝
の
文
に
対
し
て
、
侍
従
の
代
作
を
書
く
よ
う

に
と
、
女
房
た
ち
に
「
口
々
に
責
め
ら
れ
」
る
と
、
逆
ら
わ
ず
に
書
い
て
い
る
（
同
、
２８７
頁
）。
ま
た
、
源
氏
と
結
ば
れ
て
数
ヵ
月
後
の

雪
の
朝
、
源
氏
は
末
摘
花
の
姿
を
見
よ
う
と
し
て
、
格
子
を
手
ず
か
ら
上
げ
て
、
自
分
の
そ
ば
に
来
る
よ
う
に
と
声
を
か
け
る
。
末
摘
花

は
た
め
ら
っ
て
い
た
が
、
女
房
た
ち
に
催
促
さ
れ
る
と
、
奥
か
ら
出
て
き
た
。

「
は
や
出
で
さ
せ
た
ま
へ
。
あ
ぢ
き
な
し
。
心
う
つ
く
し
き
こ
そ
」
な
ど
教
へ
き
こ
ゆ
れ
ば
、
さ
す
が
に
、
人
の
聞
こ
ゆ
る
こ
と
を

え
い
な
び
た
ま
は
ぬ
御
心
に
て
、
と
か
う
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
て
、
ゐ
ざ
り
出
で
た
ま
へ
り
。（
末
摘
花
、
２９２
頁
）

末
摘
花
は
も
と
も
と
強
情
な
性
格
で
は
な
い
の
で
、
独
身
主
義
を
説
い
た
親
の
教
訓
に
背
い
た
今
と
な
っ
て
は
、
妻
は
「
心
う
つ
く
し
」
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（
夫
に
従
順
で
あ
る
）
が
良
い
、
と
女
房
た
ち
に
教
え
ら
れ
る
と
素
直
に
従
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
次
に
末
摘
花
が
女
性
と
話
す
の
は
蓬
生
の
巻
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
悉
く
進
言
に
逆
ら
い
、
そ
の
た
め
変
貌
し
た
と
見
な

さ
れ
て
き
た
。
ま
ず
邸
宅
を
手
放
し
て
は
ど
う
か
、
と
提
言
す
る
女
房
た
ち
に
対
し
て
は
、

「
あ
な
い
み
じ
や
。
人
の
聞
き
思
は
む
こ
と
も
あ
り
。
生
け
る
世
に
、
し
か
な
ご
り
な
き
わ
ざ
は
い
か
が
せ
む
。
か
く
恐
ろ
し
げ
に

荒
れ
は
て
ぬ
れ
ど
、
親
の
御
影
と
ま
り
た
る
心
地
す
る
古
き
住
み
処
と
思
ふ
に
慰
み
て
こ
そ
あ
れ
」
と
、
う
ち
泣
き
つ
つ
思
し
も
か

け
ず
。（
蓬
生
、
３２８
頁
）

と
、
反
応
し
て
い
る
。
セ
リ
フ
の
第
一
文
「
あ
な
い
み
じ
や
。」
で
、
即
座
に
拒
否
し
て
い
る
。
そ
の
強
気
さ
は
、
今
ま
で
に
は
見
ら
れ

な
か
っ
た
。
以
下
、
売
ら
な
い
理
由
を
は
っ
き
り
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
外
聞
を
憚
り
（
第
二
文
）、
宮
家
の
誇
り
を
重
ん
じ
（
第
三

文
）、
親
の
形
見
を
守
り
抜
く
（
第
四
文
）
と
い
う
、
強
い
意
志
表
示
で
あ
る
。

続
い
て
女
房
た
ち
が
、
調
度
品
を
売
っ
て
生
活
の
足
し
に
し
よ
う
と
す
る
と
、
末
摘
花
は
き
つ
く
戒
め
た
。

い
み
じ
う
諫
め
た
ま
ひ
て
、「
見
よ
と
思
ひ
た
ま
ひ
て
こ
そ
し
お
か
せ
た
ま
ひ
け
め
。
な
ど
て
か
軽
々
し
き
人
の
家
の
飾
り
と
は
な

さ
む
。
亡
き
人
の
御
本
意
違
は
む
が
あ
は
れ
な
る
こ
と
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
さ
る
わ
ざ
は
せ
さ
せ
た
ま
は
ず
。（
蓬
生
、
３２８
頁
）

末
摘
花
の
巻
で
は
女
房
た
ち
に
教
え
ら
れ
て
い
た
の
に
、
蓬
生
の
巻
で
は
逆
に
女
房
た
ち
に
説
教
し
て
い
る
。
末
摘
花
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で

に
自
分
の
意
見
を
明
示
し
た
の
は
、「
亡
き
人
の
御
本
意
」
を
死
守
す
る
た
め
で
あ
る
。
末
摘
花
の
巻
で
は
独
身
主
義
に
背
い
て
し
ま
っ

た
が
、
そ
れ
以
外
は
遺
訓
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
だ
が
蓬
生
の
巻
に
な
る
と
、
末
摘
花
が
黙
っ
て
い
て
は
遺
戒
の
基
盤
と
な
る
邸
宅
や
調
度

品
が
無
く
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
切
羽
詰
っ
た
状
況
に
お
い
て
女
房
た
ち
を
阻
止
で
き
る
の
は
、
も
は
や
末
摘
花
し
か
い
な
い
。

わ
が
心
も
て
、
は
か
な
き
御
調
度
ど
も
な
ど
も
取
り
失
は
せ
た
ま
は
ず
、
心
強
く
同
じ
さ
ま
に
て
念
じ
過
ご
し
た
ま
ふ
な
り
け
り
。
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（
蓬
生
、
３３６
頁
）

末
摘
花
が
「
心
強
く
同
じ
さ
ま
に
て
念
じ
」
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
状
況
に
立
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

蓬
生
巻
で
末
摘
花
が
貧
窮
の
極
に
あ
っ
て
、
な
お
父
宮
の
屋
敷
や
そ
の
形
見
の
調
度
を
手
放
さ
な
い
と
い
う
強
い
態
度
を
と
る
の

は
、
末
摘
花
巻
で
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る
父
宮
の
末
摘
花
に
与
え
た
指
導
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
一
心
に
守
っ
て
生
き

て
き
た
心
の
あ
ら
わ
れ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
蓬
生
巻
で
、
窮
乏
の
極
に
あ
っ

て
、
父
宮
の
屋
敷
や
そ
の
形
見
の
調
度
類
を
放
そ
う
と
し
な
い
末
摘
花
の
強
い
態
度
が
、
本
質
的
に
は
末
摘
花
の
変
貌
で
な
か
っ
た

と
い
え
よ
う
⑺
。

た
し
か
に
末
摘
花
の
本
質
は
変
わ
っ
て
い
な
い
が
、
話
す
相
手
が
異
な
る
こ
と
に
も
留
意
し
た
い
。
末
摘
花
の
巻
で
は
源
氏
と
の
対
応
が

物
語
の
中
心
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
蓬
生
で
源
氏
が
登
場
す
る
の
は
巻
末
近
く
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
女
房
た
ち
や
叔
母
と
の
対
話
が

続
く
。
源
氏
と
身
内
の
女
性
と
で
は
、
話
し
や
す
さ
は
異
な
る
。

大
宰
府
へ
下
る
叔
母
か
ら
同
行
を
求
め
ら
れ
、
侍
従
た
ち
に
勧
め
ら
れ
て
も
、
末
摘
花
は
拒
み
続
け
た
。
そ
の
理
由
は
「
父
宮
の
霊
の

宿
る
屋
敷
を
離
れ
る
気
に
な
れ
な
か
っ
た
こ
と
」
と
、「
源
氏
の
愛
を
信
じ
て
い
る
こ
と
」（
注
⑺
の
論
文
）
で
あ
る
。
そ
の
た
め
末
摘
花

は
叔
母
に
対
し
て
も
、
自
分
の
意
思
を
明
言
し
た
。

心
と
け
て
も
答
へ
た
ま
は
ず
。「
い
と
う
れ
し
き
こ
と
な
れ
ど
、
世
に
似
ぬ
さ
ま
に
て
、
何
か
は
。
か
う
な
が
ら
こ
そ
朽
ち
も
亡
せ

め
と
な
む
思
ひ
は
べ
る
」
と
の
み
の
た
ま
へ
ば
、（
蓬
生
、
３４０
頁
）

短
い
な
が
ら
も
、
同
行
し
な
い
決
意
と
そ
の
理
由
を
言
明
し
て
い
る
。
た
だ
し
女
房
た
ち
へ
の
セ
リ
フ
（
前
出
）
と
比
べ
る
と
、
言
葉
少

な
で
あ
る
。
ま
た
、
女
房
に
対
し
て
は
即
座
に
拒
絶
し
た
の
に
、
叔
母
に
向
か
っ
て
は
、
ま
ず
は
社
交
辞
令
で
「
い
と
う
れ
し
き
こ
と
」
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と
述
べ
て
い
る
。
話
す
相
手
に
よ
っ
て
、
末
摘
花
は
拒
み
方
を
変
え
て
い
る
。
と
は
い
え
、
末
摘
花
の
巻
に
お
け
る
源
氏
と
の
対
応
と
比

べ
る
と
、
別
人
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
源
氏
よ
り
身
内
の
女
性
に
は
話
し
や
す
い
こ
と
、
ま
た
源
氏
に
思
い
を
述
べ
な
い
と
邸
宅
な

ど
を
失
う
よ
う
な
恐
れ
は
な
い
の
に
対
し
て
、
叔
母
に
は
明
確
に
意
思
表
示
し
な
い
と
西
国
に
連
行
さ
れ
る
危
機
に
陥
る
と
い
う
の
で

は
、
事
態
は
全
く
異
な
る
。
話
す
相
手
や
状
況
を
考
慮
せ
ず
、
両
巻
に
お
け
る
末
摘
花
の
対
話
だ
け
一
様
に
比
較
す
る
の
は
ナ
ン
セ
ン
ス

で
あ
る
。

五
、
末
摘
花
の
和
歌

今
度
は
、
末
摘
花
が
自
ら
詠
ん
だ
和
歌
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
巻
別
に
列
挙
す
る
と
、
以
下
の
六
首
で
あ
る
。

Ａ

か
ら
こ
ろ
も
君
が
心
の
つ
ら
け
れ
ば
た
も
と
は
か
く
ぞ
そ
ぼ
ち
つ
つ
の
み
（
末
摘
花
、
２９９
頁
）

Ｂ

た
ゆ
ま
じ
き
筋
を
頼
み
し
玉
か
づ
ら
思
ひ
の
ほ
か
に
か
け
離
れ
ぬ
る
（
蓬
生
、
３４２
頁
）

Ｃ

亡
き
人
を
恋
ふ
る
袂
の
ひ
ま
な
き
に
荒
れ
た
る
軒
の
し
づ
く
さ
へ
添
ふ
（
蓬
生
、
３４５
頁
）

Ｄ

年
を
へ
て
ま
つ
し
る
し
な
き
わ
が
宿
を
花
の
た
よ
り
に
す
ぎ
ぬ
ば
か
り
か
（
蓬
生
、
３５１
頁
）

Ｅ

き
て
み
れ
ば
う
ら
み
ら
れ
け
り
唐
衣
か
へ
し
や
り
て
ん
袖
を
ぬ
ら
し
て
（
玉
鬘
、
１３７
頁
）

Ｆ

わ
が
身
こ
そ
う
ら
み
ら
れ
け
れ
唐
衣
君
が
た
も
と
に
な
れ
ず
と
思
へ
ば
（
行
幸
、
３１５
頁
）

こ
の
う
ち
半
数
に
あ
た
る
三
首
に
「
か
ら
こ
ろ
も
」
の
語
が
詠
み
こ
ま
れ
、
源
氏
を
呆
れ
さ
せ
て
い
る
。
源
氏
物
語
に
は
「
か
ら
こ
ろ

も
」
が
八
例
み
ら
れ
、
す
べ
て
末
摘
花
に
関
す
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。「
か
ら
こ
ろ
も
」
と
い
う
言
葉
は
、
ま
さ
に
末
摘
花
を
愚
弄
す

末
摘
花
の
二
面
性
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る
た
め
に
だ
け
使
わ
れ
て
い
る
、
と
言
え
よ
う
。
逆
に
「
か
ら
こ
ろ
も
」
が
用
い
ら
れ
ず
、
嘲
笑
の
的
に
な
っ
て
い
な
い
和
歌
は
、
蓬
生

の
巻
に
だ
け
あ
る
。
そ
れ
は
当
巻
の
み
末
摘
花
像
が
異
な
る
、
と
い
う
通
説
に
符
合
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
従
来
の
見
方
も
、
詠
歌
状
況
を
考
慮
せ
ず
一
律
に
和
歌
を
比
較
し
て
い
る
。「
か
ら
こ
ろ
も
」
の
歌
は
、
衣
を

贈
与
し
た
と
き
に
添
え
ら
れ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
一
方
、
そ
れ
以
外
の
歌
に
は
衣
は
出
て
こ
な
い
。

末
摘
花
の
姫
君
が
「
唐
衣
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
を
贈
っ
て
く
る
の
は
、
い
ず
れ
も
「
衣
」
の
贈
答
に
関
わ
っ
て
で
あ
る
。
贈
る
品
と

し
て
「
衣
」
が
あ
れ
ば
「
唐
衣
」
を
詠
ん
だ
か
も
し
れ
な
い
が
、「
衣
」
の
贈
答
で
は
な
い
の
に
「
唐
衣
」
を
詠
む
と
い
う
こ
と
は

あ
り
え
な
い
。
そ
こ
ま
で
教
育
の
な
い
人
と
し
て
は
末
摘
花
の
姫
君
は
描
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
⑻
。

よ
っ
て
、
ま
ず
衣
の
有
無
を
区
別
し
て
、
状
況
を
把
握
す
る
べ
き
で
あ
る
。

和
歌
Ｅ
を
見
て
、
源
氏
は
、

古
体
の
歌
詠
み
は
、
唐
衣
、
袖
濡
る
る
か
ご
と
こ
そ
離
れ
ね
な
。（
中
略
）
さ
ら
に
一
筋
に
ま
つ
は
れ
て
、
い
ま
め
き
た
る
言
の
葉

に
ゆ
る
ぎ
た
ま
は
ぬ
こ
そ
妬
き
こ
と
は
は
た
あ
れ
。（
玉
鬘
、
１３８
頁
）

と
批
判
し
た
。
ま
た
、
和
歌
Ｆ
に
対
し
て
も
源
氏
は
、「
か
の
人
の
立
て
て
好
む
筋
」（
行
幸
、
３１５
頁
）
と
評
し
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で

に
末
摘
花
が
「
か
ら
こ
ろ
も
」
に
執
着
す
る
の
は
、
衣
を
贈
る
と
き
に
は
必
ず
「
か
ら
衣
」
を
詠
み
こ
む
、
と
親
に
教
え
ら
れ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
末
摘
花
の
も
と
に
は
、「
常
陸
の
親
王
の
書
き
お
き
た
ま
へ
り
け
る
紙
屋
紙
の
草
子
」
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
「
和
歌
の
髄
脳
い

と
と
こ
ろ
せ
う
、
病
避
る
べ
き
と
こ
ろ
多
」
く
書
か
れ
て
い
た
（
玉
鬘
、
１３８
頁
）。
そ
の
書
に
は
、
衣
服
の
贈
与
に
は
「
か
ら
こ
ろ
も
」

を
詠
む
、
と
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
親
か
ら
授
け
ら
れ
た
歌
学
書
の
教
条
を
墨
守
す
る
姿
勢
は
、
親
か
ら
譲
ら
れ
た
邸
宅
や

調
度
品
を
手
放
さ
ず
守
り
通
し
た
態
度
（
第
四
節
）
と
共
通
す
る
。
蓬
生
の
巻
だ
け
末
摘
花
の
描
写
は
異
な
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
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末
摘
花
に
と
っ
て
人
生
の
指
針
は
一
貫
し
て
い
る
。

蓬
生
の
巻
で
衣
を
贈
ら
な
い
と
き
は
、「
か
の
人
の
立
て
て
好
む
筋
」
と
源
氏
に
揶
揄
さ
れ
た
「
か
ら
こ
ろ
も
」
の
語
を
用
い
ず
に
詠

作
し
て
い
る
。
末
摘
花
が
「
か
ら
こ
ろ
も
」
を
使
用
す
る
の
は
、
決
し
て
馬
鹿
の
一
つ
覚
え
で
は
な
い
。
末
摘
花
は
衣
を
贈
る
と
き
と
、

そ
れ
以
外
と
で
、
歌
語
を
使
い
分
け
た
の
で
あ
る
。

蓬
生
巻
の
歌
と
他
の
巻
に
見
え
る
歌
が
何
故
こ
う
違
う
の
か
、
答
え
は
簡
単
で
あ
る
。
末
摘
花
が
父
宮
の
髄
脳
に
よ
っ
て
詠
ん
だ
歌

は
古
風
だ
し
、
彼
女
自
身
の
感
情
を
基
と
す
る
歌
は
素
直
で
あ
る
⑼
。

こ
の
よ
う
に
詠
歌
状
況
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

六
、
衣
装
贈
与
の
理
由

で
は
、
な
ぜ
末
摘
花
は
「
か
ら
こ
ろ
も
」
の
和
歌
を
三
首
も
詠
み
続
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
源
氏
に
衣
を
贈
っ
た

と
き
に
詠
ま
れ
た
。
こ
の
三
回
に
も
及
ぶ
衣
装
贈
与
の
理
由
を
考
察
す
る
。

ま
ず
一
回
め
は
元
日
の
装
束
で
、
こ
れ
は
本
来
、
北
の
方
が
用
意
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
当
時
、
源
氏
の
正
妻
は
葵
の
上
で
あ
る
の

で
、
末
摘
花
の
出
る
幕
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
準
備
し
た
の
は
、
常
陸
宮
家
の
女
君
が
源
氏
と
契
り
を
結
ん
だ
以
上
、
内
妻
で
あ

る
わ
け
が
な
い
、
と
い
う
自
負
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
の
贈
呈
は
、
宮
家
の
威
信
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
意
図
は
源
氏
に
は
伝
わ
ら
な
か
っ
た
。

源
氏
「
と
り
隠
さ
む
や
。
か
か
る
わ
ざ
は
人
の
す
る
も
の
に
や
あ
ら
む
」
と
う
ち
う
め
き
た
ま
ふ
。（
命
婦
は
）
何
に
御
覧
ぜ
さ
せ

末
摘
花
の
二
面
性
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つ
ら
む
、
我
さ
へ
心
な
き
や
う
に
と
、
い
と
恥
づ
か
し
く
て
や
を
ら
お
り
ぬ
。（
末
摘
花
、
３０１
頁
）

末
摘
花
に
頼
ま
れ
て
衣
を
持
参
し
た
命
婦
も
、
源
氏
と
同
じ
考
え
で
あ
り
、
そ
の
た
め
末
摘
花
の
無
神
経
さ
は
際
立
つ
。
け
れ
ど
も
常
陸

宮
家
で
は
、
非
常
識
な
こ
と
を
し
た
と
は
夢
に
も
思
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
「
親
王
家
と
し
て
は
当
然
の
礼
儀
を
果
そ
う
と
し
て
い
た
」

（
注
⑼
の
論
文
）
の
で
あ
る
。

源
氏
か
ら
援
助
を
受
け
る
身
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
立
場
へ
の
配
慮
も
な
く
、
贈
物
を
す
る
判
断
力
の
な
さ
を
源
氏
は
嘆
く
わ
け
だ

が
、
正
月
に
は
晴
着
を
贈
る
べ
き
も
の
と
い
う
仕
来
り
を
守
ろ
う
と
す
る
末
摘
花
の
律
儀
さ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。（
注
⑺
の
論

文
）

こ
れ
は
末
摘
花
の
発
案
で
は
な
く
、
正
室
の
役
目
と
し
て
女
房
た
ち
に
教
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
末
摘
花
が
贈
っ
た
和

歌
や
装
束
の
方
が
、
源
氏
か
ら
届
い
た
返
歌
や
衣
装
よ
り
も
勝
る
、
と
老
女
房
た
ち
は
評
価
し
た
か
ら
で
あ
る
（
詳
細
は
次
節
、
参

照
）。二

回
め
は
、
源
氏
が
調
達
し
た
正
月
の
衣
装
を
運
ん
で
き
た
使
者
へ
の
禄
で
あ
る
。
末
摘
花
以
外
の
女
君
た
ち
に
も
晴
着
が
届
く
と
、

「
み
な
、
御
返
り
ど
も
た
だ
な
ら
ず
、
御
使
の
禄
心
々
な
る
に
」（
玉
鬘
、
１３７
頁
）
と
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
使
い
の
者
に
禄
を
渡
し
て
い
る
。

よ
っ
て
一
回
め
の
時
と
は
異
な
り
、
本
妻
で
な
い
の
に
と
非
難
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

末
摘
、
東
の
院
に
お
は
す
れ
ば
、
い
ま
す
こ
し
さ
し
離
れ
、
艶
な
る
べ
き
を
、
う
る
は
し
く
も
の
し
た
ま
ふ
人
に
て
、
あ
る
べ
き
こ

と
は
違
へ
た
ま
は
ず
、（
玉
鬘
、
１３７
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
二
条
東
院
に
住
む
分
際
で
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
を
弁
え
な
い
出
過
ぎ
た
振
舞
い
を
仕
出
か
し
た
の

は
、
何
事
も
「
う
る
は
し
く
」
す
る
た
め
、
す
な
わ
ち
使
者
に
は
禄
を
出
す
仕
来
り
を
墨
守
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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三
回
め
は
、
玉
鬘
の
裳
着
を
祝
う
品
で
あ
る
。
秋
好
中
宮
を
は
じ
め
「
御
方
々
み
な
心
々
に
」（
行
幸
、
３１３
頁
）
競
い
合
っ
て
用
意
し

て
い
る
の
で
、
こ
れ
も
正
妻
だ
け
の
仕
事
で
は
な
い
。
し
か
し
二
回
め
の
時
と
同
様
、
二
条
東
院
に
住
む
者
は
遠
慮
す
る
べ
き
な
の
に
、

と
難
じ
ら
れ
て
い
る
。

東
の
院
の
人
々
も
、
か
か
る
御
い
そ
ぎ
は
聞
き
た
ま
う
け
れ
ど
も
、
と
ぶ
ら
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
べ
き
数
な
ら
ね
ば
、
た
だ
聞
き
過
ぐ

し
た
る
に
、
常
陸
の
宮
の
御
方
、
あ
や
し
う
も
の
う
る
は
し
う
、
さ
る
べ
き
こ
と
の
を
り
過
ぐ
さ
ぬ
古
代
の
御
心
に
て
、
い
か
で
か

こ
の
御
い
そ
ぎ
を
よ
そ
の
こ
と
と
は
聞
き
過
ぐ
さ
む
と
思
し
て
、
型
の
ご
と
な
む
し
出
で
た
ま
う
け
る
。（
行
幸
、
３１３
頁
）

前
回
と
同
じ
く
、「
う
る
は
し
」
の
性
格
が
災
い
し
て
い
る
⑽
。
こ
れ
に
対
し
て
、
源
氏
は
玉
鬘
に
向
か
っ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

源
氏
「
あ
や
し
き
古
人
に
こ
そ
あ
れ
。
か
く
も
の
づ
つ
み
し
た
る
人
は
、
ひ
き
入
り
沈
み
入
り
た
る
こ
そ
よ
け
れ
。
さ
す
が
に
恥
ぢ

が
ま
し
や
」
と
て
、
源
氏
「
返
り
事
は
遣
は
せ
。
は
し
た
な
く
思
ひ
な
む
。
父
親
王
の
い
と
か
な
し
う
し
た
ま
ひ
け
る
思
ひ
出
づ
れ

ば
、
人
に
お
と
さ
む
は
い
と
心
苦
し
き
人
な
り
」
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
。（
行
幸
、
３１４
頁
）

「
も
の
づ
つ
み
」
は
第
二
節
で
考
察
し
た
と
お
り
、
末
摘
花
の
性
質
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
こ
の
よ
う
な
出
し
ゃ
ば
っ
た
行
為
を
三
度

も
繰
り
返
す
の
は
、「
型
の
ご
と
」
行
な
う
「
古
代
の
御
心
」
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
父
親
王
」
の
教
訓
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
引
っ
込
み
思
案
で
あ
っ
て
も
、
故
宮
の
遺
訓
ど
お
り
に
実
行
に
移
す
律
儀
さ
ゆ
え
、
作
法
ど
お
り
に
衣
を
贈
与
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
回
め
は
本
妻
で
な
い
の
に
、
二
・
三
回
め
は
東
院
に
い
る
分
際
で
行
な
っ
た
た
め
、
愚
弄
さ
れ
た
。
し
か
し
、
も

し
父
宮
の
存
命
中
に
末
摘
花
が
同
じ
事
を
し
た
な
ら
ば
、
源
氏
も
嘲
笑
し
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
今
や
孤
児
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
昔
の
ま
ま
に
振
舞
う
の
で
、
そ
の
時
代
錯
誤
が
槍
玉
に
挙
げ
ら
れ
て
し
ま
う
。
蓬
生
の
巻
も
、
親
の
生
前
と
同
じ
で
あ
る

よ
う
に
と
末
摘
花
が
孤
軍
奮
闘
し
て
、
そ
れ
は
賞
賛
の
的
で
あ
っ
た
。
蓬
生
の
巻
よ
り
後
は
末
摘
花
の
巻
に
戻
り
嘲
弄
さ
れ
る
、
と
見
な

末
摘
花
の
二
面
性
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さ
れ
て
い
る
が
、
末
摘
花
自
身
は
ど
の
巻
も
昔
な
が
ら
の
生
活
を
守
り
続
け
て
い
る
。
末
摘
花
か
ら
す
れ
ば
、
父
宮
の
教
え
ど
お
り
に
し

た
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
亡
父
の
遺
訓
が
時
代
を
経
て
、
世
間
の
常
識
と
ず
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

周
囲
の
価
値
観
や
基
準
と
は
異
な
っ
た
行
動
原
理
を
有
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
末
摘
花
の
人
物
像
は
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ

る
⑾
。

末
摘
花
の
「
行
動
原
理
」
が
賛
美
さ
れ
た
り
（
蓬
生
の
巻
）
批
判
さ
れ
た
り
す
る
（
他
の
巻
々
）
の
で
、
変
貌
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
る

の
で
あ
る
。

七
、
価
値
観
の
相
違

末
摘
花
が
源
氏
を
呆
れ
さ
せ
た
理
由
は
、
ほ
か
に
も
あ
る
。
そ
れ
は
贈
ら
れ
た
衣
が
、
三
回
と
も
源
氏
の
趣
味
に
合
わ
な
い
代
物
だ
か

ら
で
あ
る
。
一
回
め
は
「
今
様
色
の
え
ゆ
る
す
ま
じ
く
艶
な
う
古
め
き
た
る
」、
二
回
め
は
「
山
吹
の
袿
の
袖
口
い
た
く
す
す
け
た
る
」、

三
回
め
は
「
青
鈍
の
細
長
一
襲
、
落
栗
と
か
や
、
何
と
か
や
、
昔
の
人
の
め
で
た
う
し
け
る
袷
の
袴
一
具
、
紫
の
し
ら
き
り
見
ゆ
る
霰
地

の
御
小
袿
」
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
ど
の
衣
も
古
す
ぎ
る
の
が
難
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
故
宮
ゆ
か
り
の
品
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に

古
び
た
衣
を
源
氏
に
贈
る
の
は
、「
常
陸
宮
の
由
緒
を
光
源
氏
に
付
与
す
る
心
づ
も
り
」
で
あ
り
、「
末
摘
花
に
お
け
る
衣
装
の
贈
与
は
、

常
陸
宮
家
の
由
緒
と
い
う
聖
性
の
付
与
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。」⑿
と
も
解
釈
さ
れ
る
。

三
回
め
の
場
合
は
、「
青
鈍
」
と
「
昔
の
人
の
め
で
た
う
し
け
る
」
も
欠
点
と
さ
れ
る
。
テ
キ
ス
ト
の
頭
注
に
よ
る
と
、
前
者
は
「
祝

儀
な
の
に
凶
事
用
の
色
で
あ
る
「
青
鈍
」
を
贈
る
無
神
経
ぶ
り
。」⒀
、
後
者
は
「
当
今
は
と
て
も
通
用
し
な
い
、
の
気
持
。」
で
あ
る
。
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「
昔
の
人
の
め
で
た
う
し
け
る
」
の
「
昔
の
人
」
と
は
、
故
宮
の
時
代
の
人
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
代
遅
れ
に
末
摘
花
は
気
づ
い

て
い
な
い
し
、
そ
れ
を
注
意
す
る
女
房
も
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
老
女
房
た
ち
は
、
源
氏
よ
り
も
自
分
た
ち
の
方
が
趣
味
が
よ
い
と
定

め
た
ほ
ど
で
あ
る
。

あ
り
し
色
あ
ひ
を
わ
ろ
し
と
や
見
た
ま
ひ
け
ん
と
思
ひ
知
ら
る
れ
ど
、「
か
れ
、
は
た
、
紅
の
お
も
お
も
し
か
り
し
を
や
。
さ
り
と

も
消
え
じ
」
と
、
ね
び
人
ど
も
は
定
む
る
。
女
房
「
御
歌
も
、
こ
れ
よ
り
の
は
、
こ
と
わ
り
聞
こ
え
て
し
た
た
か
に
こ
そ
あ
れ
、
御

返
り
は
、
た
だ
を
か
し
き
方
に
こ
そ
」
な
ど
口
々
に
言
ふ
。
姫
君
も
、
お
ぼ
ろ
け
な
ら
で
し
出
で
た
ま
へ
る
わ
ざ
な
れ
ば
、
物
に
書

き
つ
け
て
お
き
た
ま
へ
り
け
り
。（
末
摘
花
、
３０２
頁
）

源
氏
か
ら
も
衣
装
が
届
い
た
の
で
、
さ
す
が
の
女
房
た
ち
も
源
氏
に
贈
っ
た
装
束
の
色
合
い
を
「
わ
ろ
し
」
と
思
わ
れ
た
か
、
と
反
省
し

て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
源
氏
と
は
価
値
観
が
異
な
る
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、

自
分
達
の
選
択
を
自
己
弁
護
し
て
い
る
。
老
女
房
達
の
選
択
眼
は
、
父
宮
の
好
み
に
通
じ
、
そ
の
好
み
は
、
末
摘
花
に
伝
え
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。（
注
⑺
の
論
文
）

と
、
あ
く
ま
で
宮
家
の
伝
統
と
格
式
を
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
末
摘
花
が
源
氏
に
送
っ
た
自
作
の
和
歌
を
書
き
留
め
た
こ
と
に
注
目
す

る
と
、老

女
房
の
自
信
に
満
ち
た
価
値
観
に
促
さ
れ
る
形
で
、
末
摘
花
は
自
作
の
和
歌
を
書
き
つ
け
る
。
こ
れ
は
、
老
女
房
と
同
様
に
自
身

の
価
値
観
を
肯
定
す
る
末
摘
花
の
行
為
と
受
け
取
れ
る
。
つ
ま
り
、
末
摘
花
と
老
女
房
は
、
同
じ
価
値
観
を
共
有
し
て
い
る
の
で
あ

る
。（
注
⑽
の
論
文
）

と
解
釈
で
き
る
。

末
摘
花
の
二
面
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こ
の
よ
う
に
常
陸
宮
家
の
美
意
識
も
慣
習
も
故
宮
の
在
世
中
の
ま
ま
で
、
い
わ
ば
時
間
が
止
ま
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
末
摘
花
の
衣

装
の
選
択
、
贈
与
の
慣
例
、
詠
歌
の
方
法
は
、
す
べ
て
父
宮
の
教
育
に
よ
る
。
そ
の
た
め
、
当
世
の
ト
ッ
プ
モ
ー
ド
で
あ
る
源
氏
と
は
、

ず
れ
が
生
じ
て
し
ま
う
。

末
摘
花
は
趣
味
が
悪
い
と
さ
れ
る
。
重
々
し
く
筋
目
の
正
し
い
も
の
を
よ
し
と
す
る
末
摘
花
の
趣
味
は
、
軽
妙
で
洒
落
た
も
の
を
よ

し
と
す
る
光
源
氏
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
一
時
代
前
の
美
意
識
、
つ
ま
り
時
代
遅
れ
の
尚
古
趣
味
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
旧
来
の

美
意
識
を
尊
重
し
つ
づ
け
る
末
摘
花
は
、
い
に
し
え
の
も
の
を
大
事
と
す
る
姿
勢
を
貫
い
て
お
り
、
こ
こ
に
も
不
変
を
大
事
と
す
る

末
摘
花
の
深
層
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。（
注
⑽
の
論
文
）

そ
の
た
め
二
人
の
仲
は
平
行
線
を
辿
る
だ
け
で
、
歩
み
よ
り
は
期
待
で
き
な
い
。
一
回
め
の
贈
与
（
末
摘
花
の
巻
）
に
関
し
て
は
、

由
緒
を
武
器
に
、
衣
装
に
固
執
す
る
古
風
な
女
性
と
、
そ
う
し
た
も
の
に
ま
だ
無
頓
着
な
若
い
源
氏
に
心
の
行
き
違
い
が
問
題
な
の

で
あ
る
。
由
緒
あ
る
衣
類
と
そ
れ
の
持
つ
古
く
さ
さ
は
、
表
裏
の
関
係
で
あ
る
。
流
行
お
く
れ
、
無
風
流
と
い
う
こ
と
は
、
裏
返
す

と
由
緒
で
あ
る
。（
注
⑿
の
論
文
）

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
当
巻
の
み
に
当
て
は
ま
る
こ
と
で
は
な
く
、
時
代
の
最
先
端
を
ゆ
く
源
氏
と
、
時
が
止
ま
っ
た
ま
ま
の
末

摘
花
と
の
対
比
は
、
ど
の
巻
に
も
一
貫
し
て
見
ら
れ
る
。

八
、
末
摘
花
の
書

源
氏
を
悩
ま
せ
た
の
は
、
末
摘
花
か
ら
届
い
た
衣
や
和
歌
の
質
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
歌
が
書
か
れ
た
料
紙
や
書
体
も
難
じ
ら
れ
た
。

― ４３ ―
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ま
ず
、
三
回
に
及
ぶ
衣
装
贈
与
の
前
に
取
り
交
わ
さ
れ
た
後
朝
の
文
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
の
と
き
の
和
歌
は
侍
従
の
代
作
で
あ
る

が
、
手
紙
は
本
人
が
書
い
た
。

紫
の
紙
の
年
経
に
け
れ
ば
灰
お
く
れ
古
め
い
た
る
に
、
手
は
さ
す
が
に
文
字
強
う
、
中
さ
だ
の
筋
に
て
、
上
下
ひ
と
し
く
書
い
た
ま

へ
り
。（
末
摘
花
、
２８７
頁
）

「
紫
の
紙
」
は
恋
文
に
ふ
さ
わ
し
い
が
、
古
す
ぎ
て
色
あ
せ
て
い
る
の
が
難
点
で
あ
り
、
こ
れ
は
源
氏
に
贈
っ
た
衣
装
の
古
さ
と
共
通
す

る
。
お
そ
ら
く
父
宮
が
用
意
し
た
料
紙
で
あ
ろ
う
。「
中
さ
だ
の
筋
」
と
は
「
少
し
古
い
時
代
」（
テ
キ
ス
ト
の
頭
注
）
で
、
故
宮
の
頃
を

指
す
。
和
歌
と
同
じ
く
書
も
父
宮
に
教
わ
っ
た
た
め
、
男
性
的
で
「
文
字
強
う
」（
し
っ
か
り
し
た
筆
づ
か
い
）
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
も
筆
跡
も
書
風
も
、
父
親
譲
り
で
あ
る
。
衣
装
や
詠
歌
と
同
様
、
書
も
父
宮
の
時
代
を
反
映
し
て
い
る
。

ま
た
、「
上
下
ひ
と
し
く
書
い
た
」
と
は
、
行
頭
と
行
脚
を
揃
え
て
書
い
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
す
る
と
「
文
字
強
う
」
と
は
、

一
字
ず
つ
放
し
て
崩
さ
ず
に
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
恋
文
に
限
ら
ず
、
仮
名
書
き
の
手
紙
は
ふ
つ
う
、
文
字
を
続
け
て
書
き
、
全
体
を
散

ら
し
て
書
く
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
二
通
り
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
「
中
さ
だ
の
筋
」
で
は
、
ま
だ
連

綿
体
や
散
ら
し
書
き
が
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
後
朝
の
文
を
末
摘
花
は
正
式
な
結
婚
手
続
き
と
捉
え
、
公

式
な
書
き
方
を
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
当
時
の
古
文
書
は
、「
文
字
強
う
」「
上
下
ひ
と
し
く
」
書
か
れ
て
い
る
⒁
。
よ
っ

て
、
末
摘
花
は
こ
の
よ
う
な
書
き
方
し
か
で
き
な
い
、
と
決
め
つ
け
る
の
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
私
的
な
手
紙
で
は
な
く
婚
礼
に
関
わ

る
公
的
な
手
紙
に
ふ
さ
わ
し
い
書
き
方
を
、
末
摘
花
は
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

次
に
末
摘
花
が
源
氏
に
文
を
送
っ
た
の
は
、
一
回
め
の
衣
装
贈
与
の
と
き
で
あ
る
。
そ
の
と
き
末
摘
花
は
初
め
て
自
作
の
和
歌
を
源
氏

に
贈
り
、
そ
れ
を
紙
に
書
き
留
め
た
。

末
摘
花
の
二
面
性
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姫
君
も
、
お
ぼ
ろ
け
な
ら
で
し
出
で
た
ま
へ
る
わ
ざ
な
れ
ば
、
物
に
書
き
つ
け
て
お
き
た
ま
へ
り
け
り
。（
末
摘
花
、
３０２
頁
）

人
に
贈
っ
た
和
歌
を
わ
ざ
わ
ざ
書
き
残
す
、
と
い
う
普
段
し
な
い
こ
と
を
し
た
の
は
、
物
語
本
文
に
よ
る
と
苦
心
の
作
だ
か
ら
と
あ
る
。

末
摘
花
が
源
氏
に
贈
っ
た
、
最
初
の
記
念
す
べ
き
自
詠
な
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
の
理
由
を
推
測
し
て
み
よ
う
。
こ
の
元
日
用
の
装
束
を

調
え
る
の
は
正
妻
の
仕
事
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
公
的
な
任
務
で
年
中
行
事
の
一
つ
で
も
あ
る
。
す
る
と
、
そ
の
衣
に
添
え
ら
れ
た
和

歌
も
ま
た
、
公
式
な
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
男
性
貴
族
が
行
事
に
つ
い
て
日
記
に
記
す
よ
う
に
、
末
摘
花
も
和
歌
を
記
録
し
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

み
ち
の
く
に
が
み

ま
た
、
そ
の
和
歌
を
源
氏
に
贈
っ
た
と
き
に
記
し
た
料
紙
に
も
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
「
陸
奥
国
紙
の
厚
肥
え
た
る
」
で
あ
っ
た
。
従

来
は
、「
懸
想
文
に
は
薄
様
の
色
紙
を
用
い
る
の
が
普
通
で
、
こ
れ
は
無
趣
味
で
あ
る
。」（
テ
キ
ス
ト
の
頭
注
）
の
よ
う
に
、
末
摘
花
を

愚
弄
す
る
対
象
と
し
て
見
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
公
式
な
書
状
と
解
釈
す
る
と
、
評
価
が
変
わ
っ
て
く
る
。

『
源
氏
物
語
』
で
は
、
陸
奥
紙
の
語
が
十
例
見
え
て
お
り
、
そ
の
内
九
例
ま
で
は
消
息
で
、
末
摘
花
の
二
例
を
除
い
て
い
ず
れ
も
実

用
的
な
内
容
で
あ
る
⒂
。

末
摘
花
は
本
妻
と
し
て
、
源
氏
に
送
る
歳
末
の
手
紙
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
、
実
用
的
な
紙
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
⒃
。

二
回
め
の
衣
装
贈
与
も
、
使
者
へ
の
禄
と
い
う
慣
例
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
返
歌
を
記
し
た
料
紙
も
、「
い
と
か
う
ば
し
き
陸

奥
国
紙
の
、
す
こ
し
年
経
、
厚
き
が
黄
ば
み
た
る
」（
玉
鬘
、
１３７
頁
）
で
あ
っ
た
。
陸
奥
国
紙
は
真
っ
白
な
の
が
良
し
と
さ
れ
た
の
で
、

「
黄
ば
み
た
る
」
は
い
た
だ
け
な
い
が
、
こ
れ
は
故
宮
が
入
手
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
や
む
を
得
な
い
。
正
式
な
書
状
に
は
父
宮
が
用

意
し
た
紙
を
使
う
、
と
教
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
御
手
の
筋
、
こ
と
に
奥
よ
り
に
た
り
。」（
同
）
と
筆
跡
も
古
風
で

あ
る
の
も
、
父
宮
の
を
手
本
に
し
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
陸
奥
紙
の
文
献
上
の
初
出
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
天
延
二
年
（
九
七
四
）
の
兼
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通
の
恋
文
と
さ
れ
て
い
る
⒄
。
す
る
と
常
陸
宮
は
当
時
、「
高
級
で
流
行
の
先
端
で
あ
っ
た
」（
注
⒄
の
論
文
）
美
し
い
地
方
紙
で
あ
る
陸

奥
紙
を
姫
宮
に
残
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

三
回
目
の
と
き
は
、
料
紙
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。
筆
跡
に
つ
い
て
は
、「
御
手
は
、
昔
だ
に
あ
り
し
を
、
い
と
わ
り
な
う
し
じ
か

み
、
彫
り
深
う
、
強
う
、
固
う
書
き
た
ま
へ
り
。」（
行
幸
、
３１５
頁
）
と
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
非
難
の
的
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
末
摘
花

に
と
っ
て
は
、
玉
鬘
の
裳
着
を
祝
う
品
に
添
え
る
和
歌
で
あ
る
以
上
、
走
り
書
き
で
は
な
く
、
崩
さ
ず
し
っ
か
り
と
放
ち
書
き
で
記
す
と

い
う
意
識
が
働
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
よ
り
、
後
朝
の
文
と
衣
装
贈
与
の
手
紙
に
お
い
て
、
料
紙
も
和
歌
の
書
き
方
も
、
公
式
な
書
状
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
が
選
ば
れ

て
い
る
。
源
氏
物
語
に
は
末
摘
花
が
私
的
な
手
紙
を
書
い
た
記
述
は
な
い
が
、
も
し
末
摘
花
が
自
由
に
書
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
薄
様
の

色
紙
に
連
綿
体
の
散
ら
し
書
き
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
末
摘
花
は
陸
奥
紙
に
上
下
そ
ろ
え
て
崩
さ
ず
放
ち
書
き
し
か
で
き
な
い
、
と
決

め
つ
け
嘲
笑
す
る
の
は
早
計
に
過
ぎ
よ
う
。

九
、
末
摘
花
の
環
境

常
陸
宮
が
末
摘
花
の
た
め
に
用
意
し
た
の
は
、
陸
奥
紙
だ
け
で
は
な
い
。「
唐
櫛
笥
」（
末
摘
花
、
３０４
頁
）、「
御
唐
櫃
」（
蓬
生
、
３４９
頁
）

な
ど
、
邸
内
に
は
唐
物
が
数
多
く
あ
っ
た
。
ま
た
「
秘
色
や
う
の
唐
土
の
も
の
」（
末
摘
花
、
２９０
頁
）
は
越
州
窯
の
青
磁
器
で
あ
り
⒅
、

ふ
る
き

か
は
ぎ
ぬ

末
摘
花
が
着
て
い
た
「
黒
貂
の
皮
衣
」（
末
摘
花
、
２９３
頁
）
は
「
渤
海
の
代
表
的
な
特
産
物
」⒆
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
末
摘
花
の
周
り
に

舶
来
の
高
級
品
が
充
満
し
て
い
た
の
は
、「
常
陸
宮
が
唐
物
を
好
み
、
多
く
入
手
し
う
る
よ
う
な
立
場
に
あ
っ
た
」（
注
⒅
の
論
文
）
か
ら
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で
あ
り
、「
父
宮
の
時
代
の
最
高
の
洗
練
」（
注
⑴
の
論
文
）
で
邸
宅
は
飾
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

調
度
品
に
は
公
式
な
も
の
と
私
的
な
も
の
と
が
あ
り
、
前
者
は
中
国
風
様
式
で
正
統
、
後
者
は
和
風
で
略
式
と
区
分
さ
れ
る
⒇
。
そ
の

た
め
正
式
な
儀
式
で
は
、
唐
物
が
使
わ
れ
た
。
た
と
え
ば
朱
雀
院
が
女
三
の
宮
の
裳
着
の
儀
を
執
り
行
っ
た
と
き
は
、
舶
載
の
品
々
で
埋

め
尽
く
さ
れ
た
。

御
し
つ
ら
ひ
は
、
柏
殿
の
西
面
に
、
御
帳
、
御
几
帳
よ
り
は
じ
め
て
、
こ
こ
の
綾
、
錦
は
ま
ぜ
さ
せ
た
ま
は
ず
、
唐
土
の
后
の
飾
り

を
思
し
や
り
て
、
う
る
は
し
く
こ
と
ご
と
し
く
、
輝
く
ば
か
り
調
へ
さ
せ
た
ま
へ
り
。（
若
菜
上
、
４２
頁
）

こ
の
有
様
は
、
常
陸
宮
邸
に
通
じ
る
。
と
い
う
こ
と
は
常
陸
宮
は
、
禁
裏
の
晴
れ
の
様
式
を
自
邸
に
取
り
入
れ
、
正
統
な
宮
廷
文
化
を
再

現
し
た
と
解
釈
で
き
る
。
す
な
わ
ち
宮
に
と
っ
て
、
私
邸
は
第
二
の
皇
居
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
唐
物
に
傾
倒
し
た
宮
の
嗜
好
に
よ
る
も

の
で
あ
り
、
ま
た
一
人
娘
を
育
て
る
た
め
の
環
境
作
り
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
よ
る
と
宮
は
末
摘
花
を
入
内
さ
せ
る
た
め
に
、
お
后
教

育
を
行
な
う
に
ふ
さ
わ
し
い
場
を
作
り
出
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

常
陸
宮
の
生
活
指
導
は
姫
宮
の
み
な
ら
ず
、
女
房
た
ち
に
も
及
ん
だ
。

い
と
寒
げ
な
る
女
ば
ら
、
白
き
衣
の
い
ひ
し
ら
ず
煤
け
た
る
に
、
き
た
な
げ
な
る
褶
ひ
き
結
ひ
つ
け
た
る
腰
つ
き
か
た
く
な
し
げ
な

り
。
さ
す
が
に
櫛
お
し
た
れ
て
さ
し
た
る
額
つ
き
、
内
教
坊
、
内
侍
所
の
ほ
ど
に
、
か
か
る
者
ど
も
の
あ
る
は
や
と
を
か
し
。（
末

摘
花
、
２９０
頁
）

櫛
を
挿
す
風
習
は
、
今
で
は
内
教
坊
か
内
侍
所
で
し
か
見
か
け
な
い
、
と
源
氏
は
思
っ
て
い
る
。
内
教
坊
と
は
、
女
楽
や
踏
歌
を
教
習
す

る
所
で
、
唐
楽
が
演
奏
さ
れ
る
唐
風
な
役
所
で
あ
る
。
源
氏
物
語
で
は
も
う
一
箇
所
、
用
例
が
あ
り
、
浮
舟
の
継
父
が
愛
娘
の
音
楽
教
師

を
内
教
坊
か
ら
呼
び
寄
せ
て
い
る
。
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た
ち
ゐ

琴
琵
琶
の
師
と
し
て
、
内
教
坊
の
わ
た
り
よ
り
迎
へ
と
り
つ
つ
習
は
す
。
手
ひ
と
つ
弾
き
と
れ
ば
、
師
を
起
居
拝
み
て
よ
ろ
こ
び
、

ご
く
も
の

禄
を
取
ら
す
る
こ
と
埋
む
ば
か
り
に
て
も
て
騒
ぐ
。
は
や
り
か
な
る
曲
物
な
ど
教
へ
て
、
師
と
、
を
か
し
き
夕
暮
な
ど
に
、
弾
き
合

は
せ
て
遊
ぶ
時
は
、
涙
も
つ
つ
ま
ず
、
を
こ
が
ま
し
き
ま
で
さ
す
が
に
も
の
め
で
し
た
り
。
か
か
る
こ
と
ど
も
を
、
母
君
は
、
す
こ

し
も
の
の
ゆ
ゑ
知
り
て
、
い
と
見
苦
し
と
思
へ
ば
、
こ
と
に
あ
へ
し
ら
は
ぬ
を
、「
あ
こ
を
ば
思
ひ
お
と
し
た
ま
へ
り
」
と
、
常
に

恨
み
け
り
。（
東
屋
、
２１
頁
）

こ
の
場
面
に
お
い
て
も
末
摘
花
の
例
と
同
様
、
貴
族
の
美
意
識
と
は
異
な
り
、
揶
揄
さ
れ
る
対
象
の
な
か
に
内
教
坊
が
使
わ
れ
て
い
る
。

一
方
、
内
侍
所
は
天
照
大
神
の
霊
代
で
あ
る
神
鏡
を
安
置
す
る
所
で
、
次
の
『
更
級
日
記
』
の
記
事
が
参
考
に
な
る
。

内
裏
の
御
供
に
参
り
た
る
を
り
、
有
明
の
月
い
と
明
き
に
、
わ
が
念
じ
申
す
天
照
御
神
は
内
裏
に
ぞ
お
は
し
ま
す
な
る
か
し
、
か
か

る
を
り
に
参
り
て
拝
み
た
て
ま
つ
ら
む
と
思
ひ
て
、
四
月
ば
か
り
の
月
の
明
き
に
、
い
と
し
の
び
て
参
り
た
れ
ば
、
博
士
の
命
婦
は

知
る
た
よ
り
あ
れ
ば
、
灯
籠
の
火
の
い
と
ほ
の
か
な
る
に
、
あ
さ
ま
し
く
老
い
神
さ
び
て
、
さ
す
が
に
い
と
よ
う
も
の
な
ど
言
ひ
ゐ

た
る
が
、
人
と
も
お
ぼ
え
ず
、
神
の
あ
ら
は
れ
た
ま
へ
る
か
と
お
ぼ
ゆ
。（
小
学
館
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
３３１
頁
）

内
侍
所
に
仕
え
る
博
士
の
命
婦
が
、
ま
る
で
神
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
と
い
う
一
節
か
ら
、
俗
世
間
か
ら
掛
け
離
れ
た
神
聖
な
雰
囲
気
が
窺

え
る
。
源
氏
も
常
陸
宮
邸
の
女
房
た
ち
に
対
し
て
、
世
間
一
般
と
は
違
う
と
感
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
末
摘
花
に
仕
え
る
女
房
た
ち

を
、
内
教
坊
や
内
侍
所
の
古
式
を
守
る
女
官
た
ち
の
よ
う
に
仕
立
て
た
の
は
、
父
宮
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
自
邸
を
宮
中
の
よ
う
に
す
る
政

策
の
一
環
で
あ
る
。

そ
の
う
え
末
摘
花
の
仕
草
ま
で
も
が
、
源
氏
の
目
に
は
大
宮
人
の
よ
う
に
映
っ
た
。

い
た
う
恥
ぢ
ら
ひ
て
、
口
お
ほ
ひ
し
た
ま
へ
る
さ
へ
ひ
な
び
古
め
か
し
う
、
こ
と
ご
と
し
く
儀
式
官
の
練
り
出
で
た
る
肘
も
ち
お
ぼ

末
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え
て
、
さ
す
が
に
う
ち
笑
み
た
ま
へ
る
気
色
、
は
し
た
な
う
す
ず
ろ
び
た
り
。（
末
摘
花
、
２９４
頁
）

テ
キ
ス
ト
の
頭
注
・
訳
に
よ
る
と
、「
儀
式
を
つ
か
さ
ど
る
官
人
」
が
「
格
式
ば
っ
て
、
笏
を
持
ち
、
肘
を
張
っ
て
」「
練
り
歩
き
だ
し
た

と
き
の
肘
の
構
え
」
に
、
末
摘
花
の
所
作
は
似
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
若
い
姫
宮
に
不
似
合
い
な
振
る
舞
い
を
躾
け
た
の
は
、

や
は
り
父
宮
で
あ
ろ
う
。
故
宮
は
一
人
娘
に
、
最
高
級
の
唐
物
で
飾
り
立
て
た
晴
れ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
、
正
式
な
身
の
こ
な
し
を
教
え

た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
時
代
と
と
も
に
価
値
観
も
変
り
、
源
氏
の
頃
に
な
る
と
、
常
陸
宮
の
美
意
識
は
時
代
遅
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
も

そ
も
末
摘
花
は
、「
故
常
陸
の
親
王
の
末
に
ま
う
け
て
い
み
じ
う
か
な
し
う
か
し
づ
き
た
ま
ひ
し
御
む
す
め
」（
末
摘
花
、
２６６
頁
）
と
あ
る

よ
う
に
、
父
宮
の
晩
年
に
生
ま
れ
た
の
で
、
親
子
と
い
っ
て
も
年
齢
は
一
世
代
以
上
、
離
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
末
摘
花

か
ら
す
れ
ば
、
祖
父
の
代
の
規
範
を
習
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
う
え
『
源
氏
物
語
』
の
時
代
は
、「
非
正
統
と
さ
れ
た
和
風
の
デ
ザ
イ

ン
こ
そ
が
、
日
本
の
調
度
の
典
型
と
し
て
、
そ
の
後
の
わ
が
国
の
調
度
に
決
定
的
と
も
い
え
る
よ
う
な
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
こ

と
に
な
っ
た
」（
注
⒇
の
論
文
）
転
換
期
に
当
た
る
の
で
、
当
世
風
の
源
氏
に
と
っ
て
、
末
摘
花
の
趣
味
・
趣
向
は
か
な
り
昔
の
も
の
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
源
氏
に
は
、
末
摘
花
の
儀
式
官
の
よ
う
な
動
作
は
「
ひ
な
び
古
め
か
し
う
」
見
え
て
し
ま
う
。
ま
た
舶
来

の
「
黒
貂
の
皮
衣
」
も
、

古
代
の
ゆ
ゑ
づ
き
た
る
御
装
束
な
れ
ど
、
な
ほ
若
や
か
な
る
女
の
御
よ
そ
ほ
ひ
に
は
似
げ
な
う
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
こ
と
、
い
と
も

て
は
や
さ
れ
た
り
。（
末
摘
花
、
２９３
頁
）

と
、
最
高
級
の
毛
皮
ま
で
も
が
若
い
女
性
に
は
不
似
合
い
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
古
風
で
あ
る
こ
と
と
、
主
に
男
性
用
の
衣
装
で

あ
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
れ
を
着
た
姫
宮
が
儀
式
官
の
よ
う
に
振
る
舞
う
と
、
官
人
の
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
う
い
え
ば
末
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摘
花
の
筆
跡
も
男
性
的
で
あ
り
（
第
八
節
）、
父
宮
の
教
育
方
針
は
女
性
的
で
は
な
い
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
故
宮
の
時
代
に
正
統
と
さ

れ
た
唐
風
は
、
男
性
性
を
帯
び
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
21
。

源
氏
は
末
摘
花
に
仕
え
る
女
房
た
ち
を
見
て
、「
内
教
坊
、
内
侍
所
の
ほ
ど
に
、
か
か
る
者
ど
も
の
あ
る
は
や
と
を
か
し
。」（
前
出
）

と
感
じ
た
。
源
氏
に
は
常
陸
宮
邸
の
様
子
が
、
何
も
か
も
古
く
さ
く
て
「
を
か
し
」（
滑
稽
）
に
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
主
人
で
あ
る
末

摘
花
も
嘲
笑
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
源
氏
の
目
か
ら
見
た
評
価
で
あ
る
。
父
宮
の
存
命
中
は
正
統
な
宮
廷
文
化
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
死
後
は
価
値
観
が
変
り
、
常
陸
宮
邸
は
昔
の
晴
れ
の
世
界
の
ま
ま
世
間
か
ら
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
当
世
の
美

意
識
で
計
る
と
古
風
に
見
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

十
、
晴
れ
と
褻
の
相
違

常
陸
宮
の
邸
内
は
、
宮
の
生
前
も
死
後
も
変
ら
ず
、
そ
れ
は
蓬
生
の
巻
で
も
同
じ
で
あ
る
。

か
く
い
み
じ
き
野
ら
藪
な
れ
ど
も
、
さ
す
が
に
寝
殿
の
内
ば
か
り
は
あ
り
し
御
し
つ
ら
ひ
変
ら
ず
、
つ
や
や
か
に
掻
い
掃
き
な
ど
す

る
人
も
な
し
、
塵
は
積
も
れ
ど
、
紛
る
る
こ
と
な
き
う
る
は
し
き
御
住
ま
ひ
に
て
明
か
し
暮
ら
し
た
ま
ふ
。（
蓬
生
、
３３０
頁
）

ま
た
、
末
摘
花
の
筆
跡
も
一
生
、
変
っ
て
い
な
い
（
第
八
節
）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
蓬
生
の
巻
が
他
の
巻
々
と
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
の

は
、
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
一
因
と
し
て
「
視
点
の
転
換
」
が
考
え
ら
れ
る
。
末
摘
花
の
巻
と
蓬
生
の
巻
と
で
は
視
点
が
異
な
り
、
前

の
巻
で
は
「
ほ
と
ん
ど
一
方
的
に
、
光
源
氏
の
視
点
か
ら
描
か
れ
て
ゆ
く
」
の
に
対
し
て
、
後
の
巻
で
は
「
光
源
氏
の
眼
を
通
さ
ず
、
作

者
の
視
点
か
ら
、
末
摘
花
を
直
接
描
写
す
る
」
と
、
視
点
が
転
換
し
て
い
る
22
。
そ
の
た
め
末
摘
花
が
変
貌
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
の

末
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で
あ
る
。
た
と
え
ば
末
摘
花
が
源
氏
に
衣
装
を
贈
っ
た
の
は
、「
源
氏
に
困
り
者
と
し
て
嘆
か
れ
る
視
点
で
取
り
あ
げ
ら
れ
た
律
儀
さ
」

ゆ
え
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
蓬
生
の
巻
で
侍
従
に
餞
別
を
渡
し
た
の
は
、「
末
摘
花
の
美
点
に
視
点
を
向
け
た
時
の
律
儀
さ
」
で
あ
る
よ

う
に
（
注
⑺
の
論
文
）、
末
摘
花
自
身
は
変
化
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
後
の
巻
々
で
は
、
再
び
源
氏
の
視
点
に
戻
っ
て
い
る
。

た
だ
し
そ
の
考
え
方
は
、
末
摘
花
の
和
歌
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
詠
み
方
も
蓬
生
の
巻
は
他
の
巻
と
異
な
る
と
さ
れ
る

が
、
視
点
が
変
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
だ
。
蓬
生
の
巻
の
み
「
か
ら
こ
ろ
も
」
を
詠
み
込
ま
な
い
の
は
、
当
巻
の
み
衣
を
贈
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
（
第
五
節
）。
そ
こ
で
当
巻
で
詠
ま
れ
た
三
首
（
第
五
節
に
列
挙
し
た
和
歌
Ｂ
〜
Ｄ
）
を
順
に
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
一
首
め
は
、

筑
紫
に
下
る
乳
母
子
の
侍
従
に
送
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
の
餞
別
が
衣
装
で
は
な
く
、
鬘
と
香
の
壺
で
あ
っ
た
の
は
、「
形
見
に
添
へ
た
ま

ふ
べ
き
身
馴
れ
衣
も
し
ほ
な
れ
た
れ
ば
、
年
経
ぬ
る
し
る
し
見
せ
た
ま
ふ
べ
き
も
の
な
く
て
」（
蓬
生
、
３４１
頁
）
に
よ
る
。
そ
の
後
の

巻
々
で
は
源
氏
に
衣
を
贈
与
し
て
い
る
の
で
、
源
氏
に
は
「
身
馴
れ
衣
」
で
は
な
く
、
古
く
な
っ
て
は
い
る
が
一
度
も
着
て
い
な
い
新
品

を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
侍
従
に
衣
を
贈
っ
て
い
れ
ば
、「
か
ら
こ
ろ
も
」
の
和
歌
を
詠
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
二
首
め
は
独
詠
歌
、
三

首
め
は
源
氏
へ
の
返
歌
で
あ
り
、
衣
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
の
三
首
を
「
か
ら
こ
ろ
も
」
の
和
歌
と
比
べ
る
と
、
詠
み
方
は
た
い
し
て
変
ら
な
い
、
と
山
本
利
達
氏
は
評
さ
れ
た
。
氏
に
よ
る

と
、
一
首
め
は
「
多
く
の
縁
語
で
仕
立
て
ら
れ
」「
古
風
さ
を
感
じ
さ
せ
る
歌
い
ぶ
り
」、
二
首
め
は
「
亡
き
人
を
恋
う
固
定
的
な
詠
み
ぶ

り
」、
そ
し
て
三
首
め
は
「
型
に
は
ま
っ
た
返
歌
」「
型
通
り
の
返
歌
」
で
あ
る
（
注
⑺
の
論
文
）。
し
か
し
な
が
ら
詠
歌
方
法
は
同
じ
で

も
、
詠
歌
状
況
は
異
な
る
。

詠
歌
状
況
か
ら
考
え
る
の
な
ら
ば
、
蓬
生
巻
の
歌
が
す
べ
て
場
の
歌
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
他
の
巻
に
お
け
る
歌＝

「
唐
衣
」

歌
は
す
べ
て
消
息
文
で
の
も
の
で
、
相
手
は
光
源
氏
（
玉
鬘
の
君
の
裳
着
の
祝
い
に
つ
け
た
歌
も
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
光
源
氏
に
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あ
て
た
も
の
で
あ
る
）
で
あ
る
。
末
摘
花
の
姫
君
は
光
源
氏
へ
贈
る
消
息
の
歌
の
時
に
は
「
和
歌
の
髄
脳
」
に
則
っ
て
「
き
ち
ん

と
」
考
え
て
作
歌
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
対
面
の
場
で
は
そ
の
よ
う
な
「
和
歌
の
髄
脳
」
に
則
っ
て
考
え

込
ん
で
い
て
は
歌
が
返
せ
な
い
。
蓬
生
巻
で
の
末
摘
花
の
姫
君
は
高
揚
し
た
思
い
の
ま
ま
に
詠
出
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
そ
の
時
の

心
情
が
添
っ
た
歌
と
な
っ
て
い
る
の
だ
と
読
み
と
っ
て
お
き
た
い
。（
注
⑻
の
論
文
）

「
か
ら
こ
ろ
も
」
の
和
歌
は
、
正
月
の
装
束
・
使
者
へ
の
禄
・
裳
着
の
祝
儀
に
添
え
ら
れ
た
も
の
で
、
い
ず
れ
も
礼
儀
作
法
に
従
い
詠
ま

れ
て
い
る
（
第
六
節
）。
そ
れ
に
対
し
て
蓬
生
の
巻
の
は
、
す
べ
て
私
的
な
詠
歌
で
あ
る
。「
か
ら
こ
ろ
も
」
歌
は
晴
れ
の
場
、
そ
れ
以
外

は
褻
の
場
で
詠
ま
れ
た
の
で
、
詠
み
方
が
異
な
る
と
ま
と
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
末
摘
花
は
和
歌
の
詠
み
分
け
を
し
た
か
ら
、
別
人
が
詠

ん
だ
よ
う
に
見
え
る
と
解
釈
で
き
よ
う
。
言
い
換
え
る
と
、
末
摘
花
は
二
種
類
の
詠
み
方
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

蓬
生
の
巻
に
描
か
れ
た
末
摘
花
が
他
の
巻
と
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
理
由
を
列
挙
す
る
と
、
以
下
の
通
り
に
な
る
。

１
、
視
点
が
異
な
る
。（
第
十
節
）

２
、
源
氏
よ
り
女
性
と
の
対
話
が
多
い
。（
第
一
・
三
・
四
節
）

３
、
衣
装
を
贈
ら
な
い
の
で
、「
か
ら
こ
ろ
も
」
の
和
歌
を
詠
ま
な
い
。（
第
五
節
）

４
、
晴
れ
の
歌
は
な
く
、
褻
の
歌
ば
か
り
で
あ
る
。（
第
五
・
六
・
十
節
）

５
、
世
間
と
の
価
値
観
の
相
違
が
、
当
巻
の
み
非
難
さ
れ
な
い
。（
第
六
・
七
・
九
節
）

末
摘
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６
、
和
歌
を
口
ず
さ
ん
だ
の
で
、
筆
跡
や
料
紙
は
評
価
さ
れ
な
い
。（
第
八
節
）

こ
の
よ
う
に
蓬
生
の
巻
に
は
他
の
巻
と
異
な
る
条
件
が
い
く
つ
も
重
な
っ
た
結
果
、
別
人
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

作
者
の
人
間
理
解
と
い
う
点
か
ら
は
、
登
場
人
物
そ
れ
ぞ
れ
は
、
同
一
人
物
に
ふ
さ
わ
し
い
性
格
や
言
動
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
、

多
角
的
に
描
写
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。（
注
⑺
の
論
文
）

こ
れ
は
決
し
て
特
殊
な
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
対
人
恐
怖
症
で
あ
っ
て
も
、
家
族
と
は
ふ
つ
う
に
話
せ
る
人
も
い
る
。
そ
の
場
合
、

他
人
か
ら
見
れ
ば
無
口
で
も
、
家
庭
内
で
は
そ
う
で
は
な
い
。
末
摘
花
の
二
面
性
も
、
そ
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
公
式
な
書
状

と
友
人
宛
の
打
ち
解
け
た
手
紙
と
で
は
、
同
じ
人
が
書
い
て
も
、
内
容
や
文
体
の
み
な
ら
ず
書
風
ま
で
も
が
異
な
る
。
従
来
は
晴
れ
と
褻

の
よ
う
な
状
況
の
相
違
を
考
慮
せ
ず
、
一
律
に
末
摘
花
の
言
動
を
比
較
し
て
き
た
傾
向
が
あ
る
が
、
今
後
は
場
の
状
況
に
も
配
慮
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

注⑴

原
岡
文
子
氏
「
末
摘
花
考
│
霊
性
・
呪
性
を
め
ぐ
っ
て
│
」、「
日
本
文
学
」
平
成
一
七
年
五
月
。

⑵

池
田
利
夫
氏
「
蓬
生
・
関
屋
」、『
源
氏
物
語
講
座
』
３
所
収
、
有
精
堂
、
昭
和
四
六
年
。

⑶

武
原
弘
氏
「
末
摘
花
論
│
変
貌
問
題
を
め
ぐ
っ
て
│
」、「
日
本
文
学
研
究
」
１７
、
昭
和
五
六
年
一
一
月
。

⑷

源
氏
物
語
の
本
文
と
頁
数
は
、
小
学
館
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

⑸

源
氏
物
語
に
は
「（
御
）
も
の
づ
つ
み
」
が
全
部
で
一
二
例
あ
る
。
そ
の
内
訳
は
末
摘
花
に
四
例
、
源
氏
が
話
し
た
女
性
論
に
二
例
、
そ
し
て
夕

顔
・
明
石
の
君
・
落
葉
の
宮
・
宇
治
の
中
君
・
浮
舟
と
そ
の
乳
母
に
一
例
ず
つ
あ
る
（
た
だ
し
乳
母
は
「
も
の
づ
つ
み
せ
ず
」
と
打
消
し
）。
よ

っ
て
人
物
別
で
は
、
末
摘
花
が
最
多
で
あ
る
。

⑹

藤
原
克
己
氏
「
古
風
な
る
人
々
」、「
む
ら
さ
き
」
１６
、
昭
和
五
四
年
六
月
。
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⑺

山
本
利
達
氏
「
作
者
の
人
間
理
解
│
末
摘
花
を
中
心
に
│
」、『
源
氏
物
語
の
探
究
』
１０
所
収
、
風
間
書
房
、
昭
和
六
〇
年
。

⑻

椎
橋
真
由
美
氏
「
源
氏
物
語
作
中
歌
攷
│
末
摘
花
の
姫
君
㈡
│
」、「
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
（
文
学
研
究
科
）」
４１
、
平
成
一
七
年
三
月
。

⑼

坂
本
曻
氏
「
末
摘
花
の
生
き
方
│
親
王
の
女
㈡
│
」、
同
氏
著
『
源
氏
物
語
構
想
論
』
四
五
七
頁
、
明
治
書
院
、
昭
和
五
六
年
。

⑽

外
山
敦
子
氏
の
調
査
に
よ
る
と
、
源
氏
物
語
で
「
う
る
は
し
」
が
最
も
多
用
さ
れ
る
人
物
は
夕
霧
で
、
一
一
例
あ
る
。
次
い
で
多
い
の
は
末
摘
花

で
七
例
あ
り
、
そ
の
内
訳
は
蓬
生
の
巻
に
四
例
、
玉
鬘
の
巻
に
一
例
、
行
幸
の
巻
に
二
例
で
あ
る
（
同
氏
「
末
摘
花
は
変
貌
し
た
の
か
│
老
女
房

と
の
関
係
性
か
ら
│
」、「
愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
」
２０
、
平
成
九
年
三
月
。
後
に
同
氏
著
『
源
氏
物
語
の
老
女
房
』
所
収
、
新
典
社
、
平
成
一

七
年
）。
こ
の
言
葉
に
お
い
て
も
、
末
摘
花
は
ど
の
巻
も
一
貫
し
て
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

⑾

吉
田
幹
生
氏
「
蓬
生
巻
の
末
摘
花
│
物
語
の
方
法
と
複
眼
的
視
点
│
」、『
古
代
中
世
文
学
論
考
』
６
所
収
、
新
典
社
、
平
成
一
三
年
。

⑿

佐
伯
雅
子
氏
「
末
摘
花
と
衣
の
贈
与
」、『〈
平
安
文
学
〉
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
所
収
、
勉
誠
出
版
、
平
成
一
一
年
。

⒀

た
だ
し
末
摘
花
も
、
青
鈍
が
祝
儀
の
品
に
相
応
し
く
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
、
と
見
る
解
釈
も
あ
る
。

こ
こ
で
は
喪
服
ま
で
差
し
出
す
。
こ
れ
は
非
常
識
で
は
あ
る
が
、
実
は
こ
の
時
点
で
も
う
既
に
末
摘
花
に
は
、
贈
与
す
べ
き
対
象
と
な
る
衣
装

を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
宮
家
の
由
緒
を
付
与
す
る
最
後
の
手
段
で
あ
る
。
末
摘
花
も
青
鈍
が
不
釣
り
合
い
な
の
を
承
知
し
て
、

埋
め
合
わ
す
べ
く
、
普
段
着
を
付
け
る
。（
注
⑿
の
論
文
）

こ
の
青
鈍
な
ど
は
、「
よ
き
衣
箱
に
入
れ
て
、
つ
つ
み
い
と
う
る
は
し
う
て
奉
れ
た
ま
へ
り
。」
で
あ
っ
た
。
贈
物
に
す
る
衣
は
無
く
て
も
、
衣
箱

は
「
よ
き
」
も
の
が
残
っ
て
お
り
、
包
み
方
も
作
法
に
適
っ
て
お
り
、
さ
す
が
に
由
緒
あ
る
宮
家
の
こ
と
は
あ
る
。

⒁

た
と
え
ば
、
宇
治
の
中
君
の
婚
礼
を
祝
し
て
薫
が
贈
物
を
し
た
と
き
、
大
君
に
あ
て
た
手
紙
は
恋
文
の
体
裁
を
避
け
て
、「
陸
奥
国
紙
に
追
ひ
つ

ぎ
書
き
た
ま
ひ
て
」（
陸
奥
国
紙
に
行
頭
を
揃
え
て
端
か
ら
順
に
お
書
き
に
な
り
）（
総
角
、
２７４
頁
）
で
あ
っ
た
。

ち
な
み
に
平
安
時
代
の
古
筆
の
な
か
か
ら
末
摘
花
の
書
に
似
た
の
を
探
す
と
、
伝
小
野
道
風
筆
「
秋
萩
帖
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
紙
に
記
さ

れ
た
和
歌
二
首
の
書
風
は
十
世
紀
頃
で
、「
仮
名
の
歴
史
上
、
男
手
（
万
葉
仮
名
）
か
ら
女
手
（
平
仮
名
）
へ
移
行
す
る
過
渡
期
の
草
仮
名
の
遺

品
と
し
て
貴
重
。」（『
日
本
書
道
辞
典
』
二
玄
社
、
昭
和
六
二
年
）
と
評
さ
れ
る
。
両
首
と
も
天
地
を
揃
え
、
ほ
と
ん
ど
放
ち
書
き
で
、
連
綿
体

は
あ
ま
り
な
い
。
中
世
に
な
る
と
和
歌
懐
紙
の
正
式
な
書
き
方
は
、
上
下
を
揃
え
て
三
行
三
字
と
定
め
ら
れ
る
。

⒂

伊
井
春
樹
氏
「
う
た
こ
と
ば
「
か
ら
こ
ろ
も
」
考
│
源
氏
物
語
末
摘
花
詠
歌
の
史
的
背
景
│
」（
大
阪
大
学
文
学
部
「
日
本
語
・
日
本
文
化
研
究

論
集
」
３
、
昭
和
六
〇
年
一
二
年
。
後
に
同
氏
著
『
源
氏
物
語
論
と
そ
の
研
究
世
界
』
所
収
、
風
間
書
房
、
平
成
一
四
年
）。
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⒃

陸
奥
紙
は
『
西
宮
記
』『
権
記
』
等
に
よ
る
と
上
表
文
に
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
、「
堅
苦
し
い
印
象
」
が
あ
る
一
方
、『
宇
津
保
物
語
』『
か
げ
ろ

ふ
日
記
』『
枕
草
子
』
で
は
恋
文
に
も
使
わ
れ
て
い
る
（
坪
井
暢
子
氏
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
陸
奥
紙
に
つ
い
て
│
物
語
中
の
消
息
文
に
関
す
る

研
究
の
一
環
と
し
て
」、
お
茶
の
水
女
子
大
学
「
人
間
文
化
研
究
科
」
１６
、
平
成
五
年
三
月
）。
す
る
と
源
氏
物
語
に
お
け
る
陸
奥
紙
の
用
法
は
、

特
殊
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
こ
で
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
用
例
を
見
る
と
、
末
摘
花
に
関
わ
る
の
は
三
例
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
二
例
は
本
稿
で
取
り
上
げ
た
手
紙
で
あ

る
。
も
う
一
例
は
、
末
摘
花
が
見
て
い
た
歌
集
に
使
わ
れ
て
い
る
（
蓬
生
）。
こ
れ
も
父
宮
の
遺
品
な
ら
ば
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
古
歌
と
同
様
、

陸
奥
紙
は
古
風
さ
の
象
徴
を
担
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
明
石
の
入
道
の
願
文
（
若
菜
上
）
も
、
内
容
は
遺
言
書
と
い
う
実
用
的
な
も
の
で
あ
る
。

陸
奥
紙
は
「
厚
手
で
破
け
た
り
し
な
い
の
で
「
薄
様
」
よ
り
も
紙
質
が
強
く
、
保
存
に
も
適
し
て
い
る
」（
注
⒄
の
論
文
）
の
で
、
常
陸
宮
や
明

石
の
入
道
は
子
孫
に
残
す
た
め
、
陸
奥
紙
を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ほ
か
男
女
の
間
で
恋
文
で
は
な
く
、
事
務
的
な
書
状
に
見
せ
る
た
め
に
使
わ
れ
た
例
が
三
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
玉
鬘
が
源
氏
の
思
い
に
気

づ
か
ぬ
振
り
を
し
た
と
き
（
胡
蝶
）、
薫
が
自
分
の
思
い
を
隠
し
た
と
き
（
総
角
）、
宇
治
の
中
君
が
薫
に
用
事
を
依
頼
し
た
と
き
（
宿
木
）
で
あ

る
。以

上
の
七
例
は
、
恋
文
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
紙
と
い
う
通
釈
に
適
う
。
し
か
し
他
の
三
例
は
、
す
べ
て
恋
文
で
あ
る
。
そ
れ
は
ａ
雲
林
院
に
籠

っ
た
源
氏
が
紫
の
上
へ
送
る
（
賢
木
）、
ｂ
明
石
の
入
道
が
娘
に
代
わ
っ
て
源
氏
へ
返
歌
す
る
（
明
石
）、
ｃ
病
床
の
柏
木
が
出
家
し
た
女
三
の
宮

へ
送
る
（
橋
姫
）
で
あ
る
。
ｂ
は
ま
だ
源
氏
が
明
石
の
君
を
訪
れ
る
前
で
あ
る
が
、
ａ
と
ｃ
は
契
り
を
結
ん
だ
後
で
あ
る
。
た
だ
し
ｃ
は
相
手
が

尼
に
な
っ
た
以
上
、
恋
文
の
定
番
で
あ
る
薄
様
の
色
紙
は
使
え
な
い
の
で
、
人
目
を
ご
ま
か
す
た
め
陸
奥
紙
を
選
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。
す
る

と
ａ
は
寺
院
か
ら
色
紙
を
送
る
の
を
憚
っ
て
、
ｂ
も
出
家
人
が
恋
文
を
書
く
の
を
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
す
る
た
め
、
と
解
釈
で
き
る
。
結
局
、
こ
の

三
例
に
共
通
す
る
の
は
仏
教
色
で
あ
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
当
時
は
上
表
文
に
も
恋
文
に
も
使
わ
れ
て
い
た
陸
奥
紙
を
、
源
氏
物
語
で
は
実
務
用
と
定
め
、
恋
文
で
は
な
い
こ
と
を

主
張
す
る
と
き
、
あ
る
い
は
恋
文
で
あ
る
こ
と
を
隠
す
と
き
に
利
用
し
た
、
と
な
る
。

⒄

川
村
裕
子
氏
「
和
歌
に
お
け
る
装
飾
│
『
蜻
蛉
日
記
』『
源
氏
物
語
』
の
「
陸
奥
紙
」
再
見
│
」、
兼
築
信
行
氏
・
田
渕
句
美
子
氏
編
『
和
歌
を
歴

史
か
ら
読
む
』（
笠
間
書
院
、
平
成
一
四
年
）
所
収
。

⒅

河
添
房
江
氏
「
末
摘
花
と
唐
物
│
唐
櫛
笥
・
秘
色
・
黒
貂
の
皮
衣
│
」、『
想
像
す
る
平
安
文
学
』
２
（
勉
誠
出
版
、
平
成
一
三
年
）
所
収
。

― ５５ ―

末
摘
花
の
二
面
性



か
ら

⒆

金
孝
淑
氏
「
末
摘
花
に
お
け
る
『
唐
』│「
黒
貂
の
皮
衣
」
と
「
か
ら
こ
ろ
も
」│
」、「
平
安
朝
文
学
研
究
」
復
刊
９
、
平
成
一
二
年
一
二
月
。

⒇

小
泉
和
子
氏
「
和
風
調
度
の
成
立
」、
同
氏
著
『
室
内
と
家
具
の
歴
史
』（
中
央
公
論
社
、
平
成
七
年
）
所
収
。

21
「〈
唐
〉＝

「
公
」＝

〈
男
性
性
〉、〈
和
〉＝

「
私
」＝

〈
女
性
性
〉、
と
い
う
基
本
構
図
」
を
、
千
野
香
織
氏
は
提
唱
さ
れ
た
。
同
氏
「
日
本
美
術
の
ジ
ェ

ン
ダ
ー
」、「
美
術
史
」
１３６
、
平
成
六
年
三
月
。

22

栗
原
和
子
氏
「
末
摘
花
そ
の
変
貌
と
い
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
」、
東
京
女
子
大
学
「
日
本
文
学
」
４２
・
４３
合
併
号
、
昭
和
五
〇
年
三
月
。

末
摘
花
の
二
面
性

― ５６ ―


